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インタビュー　扉を開く

田中優子 法政大学総長・江戸文化研究者

江戸に学ぶ、グローバル時代を「生き抜く」知恵
地域の底力

草津町 群馬県吾妻郡
「温泉しかない」その思いが「温泉の王者」を支える

対談  守・破・創

奥村直樹 宇宙航空研究開発機構理事長

森本宜久 日本銀行政策委員会審議委員

未来への夢がふくらむ宇宙事業は日本の総合力の証し
エッセイ“おかね”を語る

山本一力 作家 　遣う快感も



絵・江口修平

エ・ッ・セ・イ

“おかね”を語る

　

何
事
に
よ
ら
ず
、
だ
ろ
う
が
。　

　

溜
め
る
過
程
で
は
、
何
ら
か
の
苦
労
を
伴
う
こ

と
に
な
る
と
思
っ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
知
識
の
習
得
。

　

遠
い
昔
、
中
間
試
験
や
期
末
試
験
の
前
夜
に
励

ん
だ
一
夜
漬
け
も
、
思
え
ば
知
識
の
習
得
だ
っ
た
。

　

眠
気
覚
ま
し
の
た
め
真
冬
の
深
夜
、
寝
静
ま
っ

た
町
を
ひ
た
す
ら
走
っ
た
。
部
屋
に
戻
っ
た
あ
と

は
、
机
の
脇
に
置
い
た
電
気
ス
ト
ー
ブ
を
点と
も

す
。

　

凍
て
つ
い
た
部
屋
を
暖
め
る
に
は
遠
い
、
小
型
ス

ト
ー
ブ
だ
。
が
、
駆
け
た
身
体
に
は
心
地
よ
か
っ
た
。

　

暖
か
さ
は
猛
烈
な
力
で
眠
気
を
お
び
き
出
す
。

　

眠
気
覚
ま
し
ど
こ
ろ
か
居
眠
り
を
始
め
て
し
ま

い
、
つ
い
に
は
熟
睡
し
た
。

　

試
験
前
夜
の
知
識
習
得
は
難
儀
だ
っ
た
。

　

し
か
し
丸
暗
記
の
知
識
を
使
い
、
全
問
を
埋
め

た
と
き
に
は
、
身
体
の
芯
を
快
感
が
走
り
抜
け
た
。

　

溜
め
る
は
苦
労
だ
が
、
使
う
の
は
快
楽
で
あ
る
。

　

深
川
富
岡
八
幡
宮
の
本
祭
り
は
三
年
に
一
度
だ
。

　
「
な
ぜ
毎
年
で
は
な
く
、
三
年
に
一
度
で
す
か
？
」

　

問
い
へ
の
長
老
の
答
え
が
ふ
る
っ
て
い
た
。

　
「
本
祭
り
に
遣
う
カ
ネ
が
貯
ま
る
に
は
三
年
か
か
る
」

　

毎
年
本
祭
り
を
催
し
て
い
て
は
、
カ
ネ
が
も
た

な
い
と
い
う
の
が
、
長
老
の
説
明
だ
っ
た
。

　

真
偽
は
と
も
か
く
、
深
く
得
心
さ
せ
ら
れ
た
。

　

富
岡
八
幡
宮
本
祭
り
の
歴
史
は
古
い
。

　

元
禄
時
代
の
豪
商・紀
伊
国
屋
文
左
衛
門（
紀
文
）

は
、京
橋
材
木
町
（
当
時
）
か
ら
深
川
に
店
を
移

し
た
。
材
木
の
水
運
に
は
深
川
が
便
利
だ
っ
た
か

ら
だ
。

　

ひ
と
の
こ
こ
ろ
が
読
め
る
紀
文
で
あ
る
。
移
り

住
ん
で
間
も
な
く
、
土
地
の
者
が
い
か
に
富
岡
八

幡
宮
を
大
事
に
し
て
い
る
か
を
察
し
た
。

　
「
費
え
は
問
わ
な
い
。
次
の
本
祭
り
ま
で
に
、
な

ん
と
し
て
も
間
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
」

　

紀
文
は
総
金
張
り
の
神
輿
三
基
を
富
岡
八
幡
宮

に
寄
進
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、
担
ぎ
手
千
人
分
の

半は
ん
て
ん纏

と
、
高
価
な
縮、

、

、

、

、

、

緬
ふ
ん
ど
し
ま
で
誂

あ
つ
らえ

た
。

　

土
地
の
者
が
本
祭
り
に
向
け
て
カ
ネ
を
貯
め
、

す
べ
て
を
遣
い
き
る
と
い
う
気
性
を
見
抜
い
て
の

寄
進
だ
。

　

他
所
で
は「
成
り
上
が
り
の
豪
商
」と
言
わ
れ
て
、

紀
文
の
評
判
は
芳
し
く
な
か
っ
た
。
が
、
深
川
で

は
紀
文
の
人
気
は
図
抜
け
て
高
か
っ
た
。

　

カ
ネ
を
貯
め
る
に
は
日
々
の
費
え
を
切
り
詰
め

て
、
つ
ま
し
い
暮
ら
し
を
続
け
る
苦
労
が
あ
る
。

　

本
祭
り
で
は
貯
め
た
カ
ネ
を
一
気
に
遣
う
と
い

う
快
感
を
、
だ
れ
も
が
等
し
く
味
わ
っ
た
。

　

貯
め
る
は
苦
労
だ
が
遣
う
は
快
楽
。

　

明
日
に
備
え
て
貯
め
る
は
大
事
だ
が
、
遣
っ
て

こ
そ
の
カ
ネ
だ
。
そ
の
と
き
に
臨
め
ば
惜
し
む
な

か
れ
。

遣う快感も
山本一力

やまもと・いちりき●昭和 23（1948）年、高知県に生ま
れる。昭和 41 年、都立世田谷工業高等学校電子科を卒業。
会社員を経て平成 9 年、『蒼龍』で第 77 回オール讀物新
人賞を受賞。平成 12 年に初の単行本『損料屋喜八郎始末
控え』を上梓。平成 14 年には『あかね空』で第 126 回
直木賞を受賞。その他の著書に『だいこん』『峠越え』『辰
巳八景』『ジョン・マン（波濤編・大洋編・望郷編）などが
ある。最新刊は『つばき』（光文社刊）。東京都江東区在住。
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日
本
銀
行
松
江
支
店
は
、
日
本
銀
行
の
第
一
四

番
目
の
支
店
と
し
て
、
大
正
七
年（
一
九
一
八
）

三
月
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
中
国
・
四
国
地
方
で

は
広
島
支
店
に
次
ぐ
二
番
目
の
支
店
開
設
で
し
た
。

　

今
回
表
紙
に
掲
載
し
た
の
は
、
二
代
目
の
店
舗

で
す
。
初
代
店
舗
は
金
庫
の
沈
下
等
に
よ
り
建
て

替
え
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
日
本
銀

行
で
初
め
て
の
現
地
改
築
が
行
わ
れ
、
昭
和
十
三

年
（
一
九
三
八
）
三
月
に
完
成
し
た
の
が
こ
の
二

代
目
で
す
。
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
地
上
三
階
、

地
下
一
階
の
建
物
は
、
わ
が
国
屈
指
の
古
典
主
義

建
築
家
と
し
て
知
ら
れ
る
長
野
宇
平
治
に
よ
っ
て

設
計
さ
れ
ま
し
た
。

　

昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
一
）
四
月
に
現
在
の

三
代
目
の
店
舗
に
移
転
後
は
、
松
江
市
に
譲
渡
さ

れ
、
改
築
・
増
築
を
施
し
二
〇
〇
〇
年
（
平
成

十
二
年
）
四
月
に
、
手
作
り
体
験
施
設
「
カ
ラ
コ

ロ
工
房
」
と
し
て
開
館
し
ま
し
た
。「
カ
ラ
コ
ロ
」

の
由
来
は
、
明
治
時
代
に
木
橋
で
あ
っ
た
松
江
大

橋
を
渡
る
下
駄
の
「
カ
ラ
コ
ロ
」
と
い
う
音
に
、

小
泉
八
雲
が
深
く
心
ひ
か
れ
た
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

に
よ
る
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

松
江
支
店
二
代
目
店
舗
は
、「
カ
ラ
コ
ロ
工
房
」

と
し
て
、
広
く
市
民
に
親
し
ま
れ
続
け
て
い
ま
す
。

表
紙
の
こ
と
ば
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田
中
優
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法
政
大
学
総
長
・
江
戸
文
化
研
究
者

INTERVIEW

　

江
戸
文
化
を
多
角
的
に
研
究
し
た
『
江
戸
の
想
像
力
』『
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
中

の
江
戸
』
な
ど
の
著
書
や
、
Ｔ
Ｖ
情
報
番
組
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
知
ら
れ
る
「
江

戸
学
」
の
泰た

い

斗と 

田
中
優
子
氏
が
、
二
〇
一
四
年
春
、
法
政
大
学
総
長
に
就
任
し
た
。
一
五

学
部
、
学
生
約
二
万
七
〇
〇
〇
人
、
専
任
教
員
七
〇
〇
人
以
上
、
職
員
四
〇
〇
人
以
上
と

い
う
大
規
模
大
学
を
、
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
向
け
、
い
か
に
改
革
し
て
い
く
か
。
そ
の
手

腕
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
今
、
我
々
は
何
を
学
ぶ
べ
き
か
。
江
戸
文
化
の
教
訓
を
交

え
な
が
ら
、
田
中
氏
が
語
る
。
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―
―
法
政
大
学
の
総
長
に
ご
就
任
さ

れ
て
か
ら
半
年
。
大
変
お
忙
し
い
と

思
い
ま
す
が
、
今
の
お
気
持
ち
を
伺

え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

田
中　

よ
う
や
く
一
段
落
つ
い
た
気

が
し
ま
す
。
総
長
に
就
任
し
た
の
は
四

月
で
す
が
、
実
質
的
に
は
総
長
選
後
の

昨
年
十
二
月
か
ら
総
長
と
し
て
の
広

報
活
動
が
始
ま
っ
て
い
て
、
今
年
度
か

ら
の
大
学
運
営
に
向
け
、
様
々
な
準
備

作
業
に
忙
殺
さ
れ
て
い
ま
し
た
。実
は
、

お
か
げ
さ
ま
で
つ
い
先
日
、
文
部
科
学

省
か
ら「
ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
大
学
」

と
し
て
選
定
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
一
〇

年
間
補
助
金
を
頂
い
て
運
営
し
て
い

く
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
っ
た
の

で
、
こ
れ
で
ス
タ
ー
ト
に
向
け
た
体
制

作
り
と
い
う
意
味
で
は
、
ひ
と
山
越
え

た
と
こ
ろ
で
す
。

―
―
す
で
に
学
内
で
も
、
グ
ロ
ー
バ

ル
化
を
軸
と
し
た
運
営
指
針
を
出
さ

れ
て
い
ま
す
が
、ど
の
大
学
も
グ
ロ
ー

バ
ル
競
争
の
真
っ
た
だ
中
に
い
ま
す
。

総
長
の
目
指
す
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。 

田
中　

法
政
大
学
が
「
ス
ー
パ
ー
グ

ロ
ー
バ
ル
大
学
」
に
選
定
さ
れ
た
ポ
イ

ン
ト
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
か
ら

の
ア
ジ
ア
を
見
据
え
て
「
持
続
可
能
社

会
の
構
築
」
を
柱
と
し
て
い
ま
す
。
日

本
は
少
子
高
齢
化
が
進
む
一
方
で
、
ア

ジ
ア
は
こ
れ
か
ら
ど
ん
ど
ん
人
口
が

増
え
て
い
き
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
気

候
変
動
な
ど
の
自
然
科
学
系
の
問
題

だ
け
で
な
く
、
人
口
面
で
バ
ラ
ン
ス
の

悪
い
社
会
が
や
っ
て
く
る
。
社
会
の
持

続
性
を
保
つ
た
め
に
は
、
こ
の
ア
ン
バ

ラ
ン
ス
を
解
消
す
る
た
め
日
本
と
ア

ジ
ア
の
交
流
が
一
段
と
活
発
に
な
っ

て
く
る
で
し
ょ
う
。
学
生
た
ち
は
卒
業

し
た
ら
世
界
中
の
ど
こ
に
行
く
か
わ

か
ら
な
い
。
日
本
に
い
て
も
日
本
語

が
で
き
な
い
外
国
人
が
企
業
の
中
に

入
っ
て
く
る
。
学
生
は
こ
う
し
た
グ

ロ
ー
バ
ル
社
会
を
自
分
た
ち
の
問
題

と
し
て
受
け
止
め
、
生
き
抜
い
て
い
く

力
を
身
に
付
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

 　

ま
た
、
こ
う
し
た
国
際
交
流
が
常

態
化
し
た
社
会
が
持
続
し
て
い
く
た

め
に
は
、
相
互
に
多
様
な
文
化
を
尊
重

す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。今
世
界
中
で
、

宗
教
や
文
化
の
違
い
を
無
視
し
一
元

的
な
社
会
に
収し

ゅ
う
れ
ん斂
さ
せ
よ
う
と
す
る

動
き
が
強
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。し
か
し
、こ
う
し
た
体
制
を
作
っ

て
し
ま
う
と
、
ど
こ
か
で
社
会
的
な
混

乱
が
生
じ
ま
す
。
文
化
の
多
様
性
を
認

め
な
い
と
、
結
局
安
定
は
作
れ
な
い
の

で
す
。

―
―
国
際
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
持

続
可
能
な
社
会
の
た
め
に
は
文
化
の

多
様
性
の
尊
重
が
大
切
に
な
っ
て
く

る
ん
で
す
ね
。

田
中　

そ
う
で
す
。
今
回
の
「
ス
ー

パ
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
大
学
」
の
活
動
を
通

じ
、
自
然
科
学
だ
け
で
な
く
、
社
会
、

文
化
な
ど
多
面
的
に
持
続
可
能
性
を

探
っ
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

学
生
も
、
英
語
力
は
必
要
で
す
が
、
そ

れ
以
上
に
、
そ
の
英
語
で
何
を
話
す
の

か
、
何
を
実
現
し
て
い
く
の
か
、
学
生

そ
れ
ぞ
れ
が
課
題
を
持
ち
、
世
界
中
の

ど
こ
に
行
っ
て
も
「
生
き
抜
い
て
い
く

人
」
に
育
っ
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

 

―
―
「
生
き
る
」
で
は
な
く
「
生
き

抜
く
」
と
い
う
点
に
厳
し
さ
、
力
強

さ
を
感
じ
ま
す
。

田
中　

そ
れ
だ
け
今
は
危
機
的
な
状

況
に
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
大
学
は

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
得
ら
れ
た
知
識

を
教
え
て
き
ま
し
た
が
、
今
ま
で
誰
も

経
験
し
た
こ
と
が
な
い
社
会
に
お
い

て
は
、
従
来
の
知
識
で
は
対
応
で
き

ま
せ
ん
。「
誰
か
が
こ
う
言
っ
た
か
ら
」

と
い
っ
て
そ
れ
を
信
じ
て
い
て
も
う

ま
く
い
か
な
い
。
親
御
さ
ん
の
「
大
手

企
業
に
就
職
し
な
さ
い
」
と
い
う
指
示

だ
け
を
聞
い
て
い
た
ら
生
き
抜
け
な

い
。
大
企
業
で
何
十
年
も
働
い
て
い
ら

れ
る
な
ん
て
こ
と
は
も
う
な
い
わ
け

で
す
か
ら
。

―
―「
生
き
抜
く
力
」
を
育
て
る
た
め

江
戸
に
学
ぶ
、

グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
を「
生
き
抜
く
」知
恵

ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
大
学
（
注
1
）

と
し
て

「
持
続
可
能
社
会
の
構
築
」を
目
指
す

注 

１
／
ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
大
学

文
科
省
の
「
ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー

バ
ル
大
学
創
成
支
援
制
度
」
の

対
象
大
学
。
文
科
省
よ
り
、
本

邦
の
高
等
教
育
の
国
際
競
争
力

向
上
を
目
的
と
し
、
重
点
支
援

が
行
わ
れ
る
。

注 

２
／
往
来
物　

明
治
初
期
ま
で

の
手
紙
形
式
の
初
歩
教
科
書
の

総
称
。「
往
来
」
と
は
手
紙
の
や

り
取
り
の
意
味
。
江
戸
時
代
に

は
、
庶
民
文
化
や
経
済
の
発
達

に
応
じ
て
「
商
売
往
来
」「
百
姓

往
来
」「
職
人
往
来
」
等
多
種
多

様
の
も
の
が
作
ら
れ
た
。

注 

３
／
御
家
流　

江
戸
幕
府
の
公

用
書
体
。
鎌
倉
時
代
末
の
尊
円

親
王
を
祖
と
す
る
書
の
流
派
で

あ
る
「
青
し
ょ
う
蓮れ
ん
い
ん院
流
」
の
末
流
。

室
町
時
代
以
降
武
家
で
用
い
ら

れ
、
江
戸
時
代
に
寺
子
屋
を
通

じ
て
全
国
に
普
及
し
た
。

注 

４
／
葛
飾
北
斎
（
一
七
六
〇
〜

一
八
四
九
）
江
戸
時
代
末
期
の

浮
世
絵
師
。
自
称
「
画
狂
人
」。

和
漢
洋
の
あ
ら
ゆ
る
画
法
を
習

得
し
、
役
者
絵
を
始
め
と
し
た

幅
広
い
分
野
を
描
い
た
。
代
表

作
は「
冨
嶽
三
十
六
景
」「
北
斎

漫
画
」等
。
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たなか・ゆうこ● 1952 年生まれ。神奈川県出身。74 年、
法政大学文学部卒業。77 年、同大学大学院人文科学研究科
修士課程修了。80 年、同大学大学院人文科学研究科博士課
程単位取得満期退学。江戸時代の文学、生活文化、アジア比
較文化を専門とし、86 年、『江戸の想像力』（筑摩書房）で
芸術選奨文部大臣新人賞受賞。2000 年、『江戸百夢』（筑摩
書房）でサントリー学芸賞、芸術選奨文部科学大臣賞受賞。
05 年、紫綬褒章受勲。03 年、法政大学社会学部教授、12 年、
同大学社会学部長、14 年、同大学総長に就任。

「
個
が
連
な
っ
て
い
く
」、 

江
戸
の「
寺
子
屋
」に
学
ぶ
べ
き
こ
と

に
、
何
を
身
に
つ
け
る
べ
き
と
お
考
え

で
す
か
。

田
中　

組
織
の
中
で
う
ま
く
や
っ
て

い
く
力
よ
り
、
違
う
背
景
を
持
つ
人
と

出
会
っ
た
と
き
に
、
ち
ゃ
ん
と
自
分
で

考
え
て
対
話
で
き
る
力
の
方
が
大
事

に
な
っ
て
き
ま
す
。
ス
ピ
ー
ド
感
を
持

つ
こ
と
も
大
切
で
す
ね
。
何
年
も
か
け

て
考
え
て
い
て
は
、
今
の
状
況
に
対
応

で
き
ま
せ
ん
。
早
く
情
報
を
得
て
、
早

く
考
え
を
出
さ
な
け
れ
ば
。

 　

そ
の
た
め
に
は
、
教
育
体
制
を
変

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
人
数
教
室

の
講
義
形
式
の
授
業
で
は
、
学
生
は
受

け
身
の
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
授

業
時
間
や
単
位
数
の
制
限
が
あ
る
の

で
、
い
き
な
り
変
え
る
わ
け
に
は
い
き

ま
せ
ん
が
、
大
教
室
授
業
で
も
グ
ル
ー

プ
に
分
け
て
議
論
さ
せ
る
な
ど
の
試

み
を
以
前
か
ら
始
め
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
最
終
的
に
は
少
人
数
型
の
ゼ
ミ
主

体
の
体
制
に
シ
フ
ト
し
て
い
く
こ
と

を
目
標
に
し
て
い
ま
す
。

―
―
教
育
研
究
者
側
の
対
応
も
課
題

で
す
ね
。

田
中　

確
か
に
そ
の
通
り
で
す
。
グ

ロ
ー
バ
ル
化
対
応
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず

解
決
を
迫
ら
れ
て
い
る
の
は
英
語
で

の
授
業
で
す
。
教
え
る
た
め
の
英
語
と

な
る
と
現
時
点
で
は
一
部
の
教
師
し

か
で
き
ま
せ
ん
。
が
、
潜
在
的
に
で
き

る
教
師
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
研
修
な

ど
の
体
制
づ
く
り
が
必
要
で
す
が
、
先

生
方
は
積
極
的
に
取
り
組
む
意
欲
を

持
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。 

―
―
と
こ
ろ
で
、
総
長
の
ご
本
を
拝

見
し
て
い
る
と
、
江
戸
時
代
は
実
は
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
中
に
あ
っ

て
、
長
崎
を
通
じ
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど

に
外
国
の
影
響
が
相
当
み
ら
れ
た
と
の

お
話
に
驚
き
、
ま
た
文
化
面
で
は
予
想

外
に
「
個
」
の
存
在
が
大
き
い
役
割
を

果
た
し
て
い
た
と
の
印
象
を
持
ち
ま
し

た
。
教
育
に
関
し
て
江
戸
時
代
に
お
い

て
参
考
に
な
る
点
は
あ
り
ま
す
か
。

田
中　

あ
り
ま
す
ね
。
例
え
ば
「
寺
子

屋
」。
当
時
は
「
手
習
い
」
と
言
っ
て

い
た
ん
で
す
が
、
あ
れ
は
大
人
数
を
集

め
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
は
家
庭
教
師

の
よ
う
な
も
の
な
ん
で
す
。
机
が
き

ち
っ
と
並
ん
で
お
ら
ず
、
一
人
ひ
と
り

違
っ
た
方
向
を
向
い
て
違
っ
た
こ
と
を

や
っ
て
い
る
。
誰
も
先
生
を
見
て
い
な

い
。
学
級
崩
壊
し
て
い
ま
す
ね（
笑
）。 

―
―
個
人
の
レ
ベ
ル
に
合
っ
た
も
の

を
そ
れ
ぞ
れ
が
学
ん
で
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
か
。

田
中　

そ
の
通
り
で
す
。
た
く
さ
ん
生

徒
は
い
る
け
れ
ど
も
、
先
生
が
そ
の
子

の
年
齢
、
能
力
に
合
わ
せ
て
教
科
書
を

組
み
合
わ
せ
、
個
人
授
業
を
し
て
い
ま

す
。
そ
し
て
当
時
の
教
科
書
の
基
本

は
「
往お

う
ら
い
も
の

来
物
」（
注
2
）、
つ
ま
り
手
紙
文

で
す
。
大
人
に
な
る
た
め
に
は
手
紙

を
書
け
る
必
要
が
あ
る
。
彼
ら
は
手

紙
を
書
く
こ
と
を
一
番
大
切
に
し
て

い
た
ん
で
す
。

―
―
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
す
ね
。 

田
中　

も
ち
ろ
ん
、
武
士
の
子
弟
は

論
語
な
ど
も
学
び
ま
す
が
、
手
紙
は

必
需
で
し
た
。
手
紙
が
書
け
れ
ば
、

普
段
の
挨
拶
な
ど
に
困
ら
な
い
だ
け

で
な
く
、
日
本
全
国
ど
こ
の
人
と
で

も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
ま

す
。
当
時
の
手
紙
は
、
全
国
ど
こ
で

も
「
御お

家い
え
り
ゅ
う流」（

注
3
）
と
い
う
同
じ
字

体
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
手
紙
さ

え
書
け
れ
ば
、
か
な
り
方
言
が
き
つ

く
て
も
話
が
通
じ
た
の
で
す
。

―
―
豊
臣
秀
吉
や
徳
川
家
康
の
手
紙

文
が
有
名
で
す
が
、
庶
民
の
間
で
も

手
紙
文
を
重
視
し
て
い
た
ん
で
す
ね
。

田
中　

生
き
て
い
く
た
め
に
必
要

だ
っ
た
ん
で
す
。
商
人
は
も
ち
ろ
ん
、

農
民
も
、
織
物
や
手
漉
き
の
紙
を
商
人

が
買
い
取
り
に
来
ま
す
か
ら
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
が
必
要
に
な
っ
て

注  
５
／
歌
川
広
重〈
初
代
〉（
一
七
九
七

〜
一
八
五
八
）
江
戸
時
代
末
期

の
浮
世
絵
師
。
代
表
作
は
、「
東

海
道
五
十
三
次
」「
名
所
江
戸
百

景
」
等
。
オ
ラ
ン
ダ
出
身
の
画

家
ゴ
ッ
ホ
は
、「
名
所
江
戸
百
景
」

の
「
亀
戸
梅
屋
舗
」「
大
は
し
あ

た
け
の
夕
立
」
を
模
写
す
る
な

ど
、
広
重
か
ら
大
胆
な
構
図
・

遠
近
法
に
影
響
を
受
け
た
と
さ

れ
る
。

注 

６
／
十
返
舎
一
九
（
一
七
六
五

〜
一
八
三
一
）
江
戸
時
代
後
期

の
戯げ

作さ
く

者
。
町
同
心
の
次
男
。

代
表
作
は「
東
海
道
中
膝
栗
毛
」。

注 

７
／
鈴
木
春
信
（
一
七
二
五
〜

一
七
七
〇
）
江
戸
の
裕
福
な
趣

味
人
た
ち
の
要
望
を
受
け
て
錦

絵
（
多
色
摺
木
版
画
）
が
誕
生

す
る
と
、
そ
の
第
一
人
者
と
な

る
。
代
表
作「
雪
中
相
合
傘
」「
夜

の
梅
」「
お
せ
ん
の
茶
屋
」
等
。
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―
―
浮
世
絵
師
の
葛
飾
北
斎
（
注
4
）
や

歌
川
広
重
（
注
5
）
が
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム

と
い
う
形
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
が
っ

て
い
っ
た
こ
と
は
、
非
常
に
画
期
的

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ

と
が
今
後
、
文
化
の
多
様
性
の
中
で

起
こ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
の
が

総
長
の
お
考
え
だ
と
思
う
の
で
す
が
、

江
戸
時
代
に
そ
れ
が
実
現
し
た
の
は

な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

田
中　

江
戸
時
代
の
特
徴
の
一
つ
は
、

職
人
の
世
界
、
も
の
づ
く
り
の
世
界
が

発
達
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。例
え
ば
、

浮
世
絵
師
は
芸
術
家
で
は
な
く
、
下
絵

師
、
彫
師
、
摺す

り

師し

ら
職
人
の
連
な
り

の
中
の
一
人
で
す
。
そ
し
て
「
東
海
道

五
十
三
次
」
も
「
名
所
江
戸
百
景
」
も

突
然
で
き
た
わ
け
で
は
な
く
、「
こ
う

い
う
絵
が
欲
し
い
」
と
い
う
お
客
さ
ん

の
要
望
に
職
人
た
ち
が
応
え
て
い
る

う
ち
に
少
し
ず
つ
で
き
上
が
っ
て
き

た
の
で
す
。
当
時
の
お
客
さ
ん
は
、
質

の
高
い
周
辺
国
の
輸
入
品
を
目
で
見

て
い
る
。
輸
入
品
を
見
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
と
同
じ
か
も
っ
と
質
の
高
い
も

の
を
欲
し
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
職
人

は
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
中

で
、
職
人
さ
ん
へ
の
リ
ス
ペ
ク
ト
が
始

ま
り
、
更
に
職
人
さ
ん
の
や
る
気
に
つ

な
が
っ
て
い
く
ん
で
す
。

―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
貴
族
が
芸
術

を
リ
ー
ド
し
、
江
戸
時
代
の
日
本
は

町
人
が
リ
ー
ド
し
た
よ
う
に
思
い
ま

す
が
い
か
が
で
す
か
。

田
中　

実
は
人
口
構
成
か
ら
い
う
と
、

決
し
て
町
人
は
多
く
は
な
い
ん
で
す
。

農
民
人
口
が
八
〇
％
。
武
士
と
町
人
は

残
り
の
二
〇
％
。
江
戸
に
は
、
武
士
と

町
人
が
半
々
で
し
た
。
職
人
と
呼
ば
れ

る
人
の
中
に
も
武
士
出
身
や
町
人
出
身

が
い
た
ん
で
す
。
広
重
は
武
士
で
、
北

斎
は
町
人
。
今
、
私
た
ち
が
言
う
「
町

人
文
化
」
は
、
実
は
武
士
の
教
養
と
町

人
の
経
済
力
が
結
び
つ
い
た
も
の
で
す
。

　

武
士
と
町
人
の
融
合
文
化
が
作
り

出
さ
れ
た
背
景
に
は
、
武
士
の
貧
し
さ

が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
武
士
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
騎
士
と
違
っ
て
、
土
地
を

持
っ
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
石
高
制
と

い
う
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
社
会
で
、
か
つ
石

高
は
限
ら
れ
て
い
た
の
で
、
黙
っ
て
い

て
は
暮
ら
し
て
い
け
な
か
っ
た
の
で

す
。

 　

と
は
い
え
、
武
士
の
教
養
は
相
当

な
も
の
で
す
。
能
や
茶
の
湯
も
理
解
し

て
い
る
。
例
え
ば
、
十
返
舎
一
九
（
注

6
）
は
武
士
で
す
が
、
香
道
の
天
才
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
鈴
木
春
信
（
注
7
）
は
、

出
身
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
能
の

教
養
が
あ
り
、
能
の
謡

う
た
いを

テ
ー
マ
に
し

て
絵
を
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
武
士

と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
だ
ろ
う
と

推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

こ
れ
ら
の
才
能
を
、
版
元
で
あ
る
町

人
が
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
な
り
、
面
白

い
、売
れ
る
商
品
を
作
り
だ
す
こ
と
で
、

膨
大
な
量
の
質
の
高
い
作
品
が
生
ま

れ
ま
し
た
。
武
士
と
町
人
の
「
連
」
が

成
立
し
た
の
で
す
。

―
―
現
代
で
も
、
職
人
の
技
能
を
う

ま
く
生
か
す
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
存

在
が
求
め
ら
れ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

田
中　

蔦
屋
重
三
郎
（
注
8
）
は
版
元
で

す
が
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
的
な
動
き
を

し
て
、
東
洲
斎
写
楽
（
注
9
）
や
歌
麿
（
注

10
）、
北
斎
と
い
っ
た
浮
世
絵
師
を
生
み

出
し
ま
し
た
。
平
賀
源
内
（
注
11
）
も
藩

士
を
や
め
浪
人
化
し
て
ま
で
、
産
業

の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
活
動
に
専
念
し
ま

い
ま
し
た
。
特
に
江
戸
で
は
、
参
勤
交

代
な
ど
で
、
全
然
言
葉
の
わ
か
ら
な
い

人
た
ち
同
士
が
身
近
に
暮
ら
し
て
い

た
の
で
、
手
紙
文
を
学
ぶ
こ
と
は
と
て

も
大
切
だ
っ
た
の
で
す
。 

　

と
は
い
え
、
寺
子
屋
は
そ
れ
ぞ
れ
の

子
供
の
将
来
の
生
き
る
道
や
能
力
に

沿
っ
て
指
導
し
て
お
り
、
集
団
指
導

が
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
寺
子
屋
社
会
を
私

は
「
連
的
な
社
会
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
。
連
句
と
か
俳
諧
の
つ
な
が
り
の
よ

う
に
、
一
人
ひ
と
り
異
な
る
け
れ
ど
バ

ラ
バ
ラ
で
は
な
く
、
相
互
に
つ
な
が
っ

て
い
る
状
態
で
す
ね
。
考
え
方
が
違
う

個
々
の
才
能
を
連
携
し
て
、
何
か
を

作
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
関
係
性
が
魅

力
で
す
ね
。

―
―
同
様
の
こ
と
を
、
大
学
で
も
ゼ

ミ
形
式
で
学
生
た
ち
に
体
感
し
て
も

ら
お
う
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

田
中　

ま
さ
に
ゼ
ミ
は
、
寺
子
屋
の
よ

う
な
と
こ
ろ
で
す
。
発
表
も
最
低
限

盛
り
込
む
べ
き
こ
と
は
あ
ら
か
じ
め

決
め
ま
す
が
、
中
身
は
自
分
で
考
え

る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
通
じ
て
自
分
を

作
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
ね
。
手

間
と
時
間
は
か
か
り
ま
す
が
、
大
教
室

で
一
方
的
に
講
義
す
る
よ
う
な
内
容

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
済
ま
せ
、
時

間
を
確
保
し
て
、
ゼ
ミ
で
は
そ
れ
を
前

提
に
し
っ
か
り
議
論
す
る
。
社
会
学
部

で
は
一
部
で
す
で
に
そ
う
し
た
や
り

町
人
文
化
に
は
、

才
能
を
生
か
す 「
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
」が
い
た

方
を
導
入
し
て
い
ま
す
。

注 
８
／
蔦
屋
重
三
郎
（
一
七
五
〇

〜
一
七
九
七
）
江
戸
時
代
の
版

元
（
出
版
人
）。
洒
落
本
・
黄
表

紙
の
山
東
京
伝
、
浮
世
絵
師
の

喜
多
川
歌
麿
や
東
洲
斎
写
楽
な

ど
の
斬
新
な
企
画
を
売
り
出
し

た
。
ま
た
、
戯
作
者 

十
返
舎
一
九

や
小
説
家 

曲
亭（
滝
沢
）馬
琴（
代

表
作
「
南
総
里
見
八
犬
伝
」）
も

蔦
屋
の
世
話
を
受
け
て
い
る
。

注 

９
／
東
洲
斎
写
楽
（
生
没
年
不
詳
）

一
七
九
四
年
五
月
頃
か
ら
翌
年

三
月
ま
で
の
わ
ず
か
一
〇
カ
月
弱

の
間
に
版
元 

蔦
屋
か
ら
一
四
〇

種
前
後
の
役
者
絵
等
を
売
り
出

し
た
浮
世
絵
師
。
代
表
作
「
市
川

鰕え
び
ぞ
う蔵
の
竹
村
定
之
進
」「
三
代
目

大
谷
鬼
次
の
江
戸
兵
衛
」
等
。

注 

10
／
喜
多
川
歌
麿
（
一
七
五
三

〜
一
八
〇
六
）
当
初
は
黄
表
紙
・

洒
落
本
の
挿
絵
画
家
で
あ
っ
た

が
、
一
七
八
一
年
頃
よ
り
、
版

元 

蔦
屋
と
知
り
合
い
、
歌
麿
と

改
名
し
、
狂
歌
絵
本
、
美
人
画

の
第
一
人
者
と
な
る
。
代
表
作

「
ポ
ッ
ピ
ン
（
ビ
ー
ド
ロ
）
を
吹

く
娘
」「
更
衣
美
人
図
」
等
。

注 

11
／
平
賀
源
内
（
一
七
二
八
〜

一
七
八
〇
）
江
戸
時
代
中
期
の

科
学
者
、
文
人
、
戯
作
者
、
洋

画
家
。
鉱
山
採
掘
、
金
唐
革
紙

の
発
明
、
物
産
展
の
企
画
、
現

代
で
い
え
ば
広
告
コ
ピ
ー
に
あ

た
る
「
本
日
土
用
丑
の
日
」
や

歯
磨
き
粉
「
漱
石
膏
」
の
C
M

ソ
ン
グ
等
も
考
案
し
た
と
さ
れ

る
多
芸
多
才
の
人
。
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し
た
。
大
田
南な

ん

畝ぽ
（
注
12
）
は
武
士
で
あ

り
な
が
ら
天
才
的
な
狂
歌（
注
13
）
師
で
、

か
つ
若
い
才
能
を
発
見
し
て
は
褒
め

な
が
ら
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
的
な
こ
と

を
や
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
み
ん

 （
聞
き
手
／
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長
・
丹
治
芳
樹
）

INTERVIEW

江
戸
の
実
態
や
歴
史
を
ひ
も
と
い
て
い

く
、
学
際
的
な
と
こ
ろ
に
は
ど
の
よ
う

に
た
ど
り
着
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

田
中　

お
そ
ら
く
文
学
部
の
中
に
閉

じ
こ
も
り
、
あ
る
作
家
に
つ
い
て
極
め

る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
ら
、
今
の
よ

う
に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
私
の
交
友
範
囲
は
、
理
科
系
や

社
会
科
学
、
文
化
人
類
学
の
研
究
者
ま

で
及
ん
で
い
ま
し
て
、
そ
の
人
た
ち
と

話
し
て
い
る
と
、
江
戸
に
つ
い
て
い
ろ

い
ろ
な
こ
と
を
質
問
さ
れ
て
答
え
に

詰
ま
る
こ
と
が
多
か
っ
た
ん
で
す
が
、

そ
う
し
た
外
の
人
の
質
問
に
き
ち
っ

と
答
え
よ
う
と
勉
強
し
た
こ
と
が
大

き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
物
事
を
理
解

し
た
い
と
思
っ
た
と
き
は
、
そ
の
中
だ

け
で
見
て
い
て
は
わ
か
ら
な
い
。
外
と

の
関
係
を
見
る
。
そ
う
す
る
と
必
然
的

に
学
際
的
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。

―
―
い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
人
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
な
が
ら
、

そ
の
切
り
口
を
吸
収
し
、
開
拓
し
て

い
く
。
ま
さ
に
先
ほ
ど
の「
個
」と「
連
」

の
概
念
を
実
践
し
て
こ
ら
れ
た
ん
で

す
ね
。

田
中　

私
は
、
自
分
の
こ
と
を
専
門
家

だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
。「
こ
れ
だ
け
を

専
門
に
研
究
す
れ
ば
い
い
」
と
い
う
の

で
は
な
く
、
人
間
と
し
て
知
り
た
い
こ

と
を
研
究
し
て
い
る
と
考
え
、
垣
根
を

―
―
総
長
の
就
任
時
、「
自
分
は
法
政

大
学
で
人
生
の
基
盤
を
与
え
ら
れ
た
」

と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

田
中　

私
は
研
究
者
で
は
な
く
物
書

き
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
大
学
に
い
ま

し
た
か
ら
、
学
部
時
代
は
「
こ
れ
だ
」

と
思
っ
た
ら
こ
っ
ち
、ま
た
「
あ
れ
だ
」

と
思
っ
た
ら
そ
っ
ち
に
行
く
と
い
う

こ
と
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の

時
々
に
た
く
さ
ん
の
出
会
い
が
あ
り

ま
し
た
。
文
学
、
言
語
学
、
社
会
科
学

…
…
。

―
―
好
奇
心
の
赴
く
ま
ま
に
勉
強
し

た
わ
け
で
す
ね
。

田
中　

大
学
時
代
は
そ
れ
が
で
き
る

ん
で
す
。
だ
か
ら
、
ボ
ヤ
ッ
と
し
て
い

る
の
は
も
っ
た
い
な
い
で
す
ね
。私
が
、

江
戸
文
学
と
出
会
っ
た
の
は
、
近
代
文

学
の
ゼ
ミ
で
す
。
芥
川
賞
作
家
の
石
川

淳じ
ゅ
ん（注

14
）が
書
い
た
江
戸
に
関
す
る
エ
ッ

セ
イ
を
読
ん
で
「
江
戸
時
代
は
、
こ
う

い
う
人
た
ち
の
世
界
だ
」
と
わ
か
っ
て

し
ま
っ
た
ん
で
す
。

―
―
江
戸
人
が
手
触
り
感
を
持
っ
て

見
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

田
中　

そ
う
で
す
。
何
も
江
戸
の
知
識

は
な
い
の
に
、
エ
ッ
セ
ン
ス
が
わ
か
っ

て
し
ま
っ
た
。
な
ぜ
こ
ん
な
社
会
が
あ

る
ん
だ
ろ
う
、
な
ぜ
こ
ん
な
人
間
観
が

あ
り
得
る
ん
だ
ろ
う
と
、
大
学
の
後
半

か
ら
江
戸
時
代
の
勉
強
を
始
め
て
、
大

学
院
に
進
み
ま
し
た
。

―
―
多
方
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で

な
周
り
が
す
ご
い
ね
と
言
っ
て
く
る

ん
で
す
ね
。
当
時
は
、
そ
う
い
う
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
に
対
す
る
リ
ス
ペ
ク
ト

が
あ
り
ま
し
た
。 

作
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

―
―
最
後
に
、
六
大
学
初
の
女
性
総

長
と
し
て
、
女
性
が
活
躍
す
る
た
め

の
課
題
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

田
中　

環
境
の
問
題
も
あ
り
ま
す
が
、

女
性
自
身
の
意
識
が
重
要
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
管
理
職
の
話
が
来
て
も
、

責
任
が
重
い
な
ど
の
理
由
で
お
断
り

に
な
る
女
性
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

自
分
は
こ
の
程
度
の
人
間
だ
、
こ
れ
で

い
い
ん
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

そ
れ
で
は
自
分
の
能
力
は
伸
び
ま
せ

ん
。
あ
る
地
位
、役
割
に
就
く
こ
と
で
、

能
力
が
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

の
で
、
一
歩
足
を
踏
み
出
し
て
ほ
し
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。 

　

し
か
し
、
現
実
に
は
、
子
育
て
に

よ
っ
て
そ
れ
が
難
し
い
場
合
が
多
い

の
も
事
実
で
す
。
昇
進
や
能
力
開
発
の

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
男
性
に
合
わ
せ
る

の
で
は
な
く
、
女
性
の
個
々
の
事
情
に

合
わ
せ
て
遅
ら
せ
て
、
子
育
て
後
に
そ

う
し
た
キ
ャ
リ
ア
を
進
め
る
よ
う
な

柔
軟
な
対
応
が
で
き
れ
ば
、
必
ず
能
力

を
伸
ば
せ
ま
す
。
そ
れ
が
ダ
イ
バ
ー
シ

テ
ィ
ー
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で

す
。

―
―
本
日
は
、
大
変
参
考
に
な
る
お

話
を
い
た
だ
い
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

「
個
」と「
連
」の
中
で
成
長
し
た
学
生
時
代

注 
12
／
大
田
南
畝（
一
七
四
九
〜

一
八
二
三
）
蜀
山
人
と
し
て
知
ら

れ
る
狂
歌
師
、
文
人
。
幕
吏
で

あ
り
な
が
ら
、
天
明
年
間
に
狂

歌
会
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
。
当

代
の
狂
歌
を
選
ん
だ
「
万ま
ん
ざ
い載
狂

歌
集
」
や
黄
表
紙
評
判
記
「
菊

寿
草
」
の
ほ
か
、
自
作
の
狂
歌

集
「
蜀
山
百
首
」
等
多
数
の
著

書
を
残
す
。

注 

13
／
狂
歌　

短
歌
の
一
種
。
滑

稽
、
諧か

い

謔ぎ
ゃ
く

を
旨
と
し
、
題
材
は

日
常
生
活
や
卑
近
な
話
題
も
用

い
る
な
ど
自
由
。
古
く
は
万
葉

集
か
ら
み
ら
れ
、
一
七
八
〇
年

代
に
江
戸
で
全
盛
期
を
迎
え
る
。

注 

14
／
石
川
淳（
一
八
九
九
〜

一
九
八
七
）
小
説
家
。
一
九
三
六

年
「
普ふ

賢げ
ん

」
で
芥
川
賞
を
受
賞

す
る
。
和
漢
洋
に
か
か
る
博
学

な
知
識
や
遊
芸
、
批
判
精
神
に

裏
打
ち
さ
れ
た
多
く
の
作
品
で

知
ら
れ
る
。
代
表
作
は
「
黄
金

伝
説
」「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」
等
。

ま
た
、
江
戸
の
遊
民
や
山
東
京

伝
等
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
を
残

し
て
い
る
。
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地域の底力
日
本
一
の
自
然
湧
出
量
と
素
晴
ら
し
い
泉
質
を
誇
る
、

大
地
の
恵
み
「
草
津
温
泉
」
を
授
か
り
、

湯
治
場
と
し
て
栄
え
て
き
た
群
馬
県
吾
妻
郡
草
津
町
。

バ
ブ
ル
期
を
経
て
大
き
く
時
代
が
変
わ
っ
た
今
、

町
の
人
々
の
思
い
は
ひ
と
つ
に
ま
と
ま
り
、

観
光
地
と
し
て
の
さ
ら
な
る
進
化
を
目
指
す
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

草津温泉の景色の要となる湯畑。中央、
桝目のように並んだ四角い箱は、80 ～
90 度の源泉を冷ますための湯樋だ。

群
馬
県
吾あ
が
つ
ま妻

郡
草
津
町

え
る

「
温
泉
し
か
な
い
」

 

そ
の
思
い
が

「
温
泉
の
王
者
」を
支
え
る
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歴
史
と
泉
質
が
培
っ
た 

「
王
者
草
津
」
の
名
声

　
草
津
よ
い
と
こ
、
一
度
は
お
い
で
。

　

草
津
と
聞
い
て
、
お
そ
ら
く
多
く
の

方
が
民
謡
「
草
津
節
」
の
フ
レ
ー
ズ
を

思
い
出
す
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
歌
わ

れ
る
草
津
温
泉
が
あ
る
の
は
、
群
馬
県

北
西
部
に
位
置
す
る
吾
妻
郡
。
源
頼
朝
、

奈
良
時
代
の
僧
・
行ぎ

ょ
う
き基

、
は
た
ま
た
ヤ

マ
ト
タ
ケ
ル
が
開
湯
し
た
と
も
言
わ
れ

る
ほ
ど
、
歴
史
は
古
い
。

　
文
献
に
登
場
す
る
の
は
、
室
町
末
期
。

江
戸
時
代
に
は
既
に
湯
治
場
と
し
て
に

ぎ
わ
い
、
徳
川
吉
宗
が
湯
を
気
に
入
っ

て
江
戸
ま
で
運
ば
せ
た
と
い
う
逸
話
も

後
に
生
ま
れ
た
。
明
治
時
代
に
は
ド
イ

ツ
の
医
師
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ベ

ル
ツ
に
よ
り
、
高
原
の
保
養
地
と
し
て

世
界
に
そ
の
名
が
広
ま
っ
た
。

　

現
代
に
お
い
て
も
、
そ
の
支
持
の
高

さ
は
変
わ
ら
な
い
。
旅
行
業
界
の
専
門

紙
「
観
光
経
済
新
聞
」
主
催
の
「
に
っ

ぽ
ん
の
温
泉
１
０
０
選
」
で
は
、
一
一

年
連
続
で
ト
ッ
プ
。「
日
本
経
済
新
聞
」

ほ
か
、
各
種
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
読
者
ア

ン
ケ
ー
ト
な
ど
で
も
軒
並
み
一
位
に
選

ば
れ
、
業
界
で
は
「
王
者
草
津
」
と
も

呼
ば
れ
て
い
る
。

　

人
口
約
七
○
○
○
人
の
町
の
行
政
を

司
る
の
は
、
二
七
年
に
及
ぶ
町
会
議
員

の
経
験
を
経
て
五
年
前
に
町
長
に
就
任

し
た
黒
岩
信
忠
氏
だ
。
草
津
温
泉
の
人

気
の
秘
密
と
、
そ
の
背
景
を
伺
っ
て
み

た
。

　
「
こ
れ
ま
で
来
訪
客
が
最
大
だ
っ
た
の

は
バ
ブ
ル
の
時
代
で
、
年
間
三
○
○
万

人
で
し
た
。
そ
の
後
、
二
七
○
万
人
を

切
っ
た
も
の
の
、
現
在
は
二
八
○
万
人

を
超
え
て
右
肩
上
が
り
に
な
っ
て
い
ま

す
」

　

バ
ブ
ル
期
に
お
け
る
事
業
の
拡
大
や

そ
の
後
の
不
況
が
影
響
し
、
今
も
低
迷

に
悩
む
温
泉
地
は
少
な
く
な
い
が
、
こ

の
地
の
来
訪
者
が
一
割
程
度
の
減
少
に

収
ま
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

　
「
や
は
り
、
長
い
歴
史
あ
る
温
泉
地
の

底
力
だ
と
思
い
ま
す
」

　

と
は
い
え
行
政
サ
イ
ド
が
、
過
去
の

遺
産
だ
け
に
頼
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な

い
。　

　

す
り
鉢
状
に
な
っ
た
草
津
の
温
泉
街

の
要
は
、
温
泉
が
湧
き
あ
ふ
れ
る
湯
畑
。

そ
こ
に
面
す
る
一
角
に
は
、
江
戸
時
代

か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
実
在
し
た
温

泉
施
設
「
御
座
之
湯
」
が
二
〇
一
三
年

に
復
元
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
一
四
年
夏

に
は
「
湯
路
広
場
」
も
完
成
し
、
か
つ

て
の
殺
風
景
な
駐
車
場
は
、
ベ
ン
チ
も

設
け
ら
れ
、
今
や
憩
い
の
場
へ
と
変
身
。

「
美
し
い
景
観
が
町
を
活
性
化
さ
せ
る
」

と
い
う
、
代
々
の
町
長
の
思
い
が
継
が

れ
た
歳
月
が
実
っ
た
。

　

そ
ん
な
湯
畑
の
ま
わ
り
は
昼
夜
を
問

わ
ず
人
で
に
ぎ
わ
う
。
そ
こ
を
黒
岩
氏

は
足
繁
く
訪
れ
、
周
囲
の
声
に
耳
を
傾

け
る
そ
う
だ
。

　
「
草
津
っ
て
変
わ
っ
て
き
た
ね
、
き
れ

い
に
な
っ
た
ね
、
な
ど
と
い
う
会
話
が

聞
こ
え
て
く
る
ん
で
す
よ
」

　

一
帯
に
は
若
い
人
の
姿
も
多
く
見
ら

れ
た
が
、
実
際
、
若
年
層
、
こ
と
に
女

性
の
来
訪
客
が
増
え
て
い
る
と
も
い
う
。

　
「
若
い
女
性
を
対
象
に
、
草
津
を
選
ん

だ
理
由
を
調
査
し
た
ん
で
す
。
そ
の
一

長野新幹線（北陸新幹線）

吾妻
線

前橋

高崎安中

軽井沢

草津
本白根山

▲

上
越
新
幹
線

上
越
線

関
越
自
動
車
道

　長野県

「
長
年
湯
治
場
と
し
て
の
歴
史
を
紡
い
で
き
た
草
津

の
人
に
は
、
お
も
て
な
し
の
心
が
D
N
A
レ
ベ
ル

で
継
が
れ
て
い
る
」
と
話
す
町
長
の
黒
岩
信
忠
氏
。

上／ 1878 年に草津を初めて訪
れ、温泉と自然環境を高く評価し
たエルヴィン・フォン・ベルツ博
士の像。左／湯畑近くの草津山に
建つ「光泉寺」は、1300 年近い
歴史を有し、その薬師堂は行基が
721 年に開基したともいわれる。
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番
の
理
由
は
、
温
泉
の
効
能
が
す
ば
ら

し
い
か
ら
。
う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
」

　
草
津
温
泉
は
、
硫
黄
を
含
む
強
酸
性
。

湯
に
入
れ
ば
、
じ
わ
じ
わ
と
肌
に
し
み
、

し
か
と
癒
や
さ
れ
る
感
が
あ
る
。
自
然

湧
出
量
は
、
毎
分
三
万
二
三
○
○
リ
ッ

ト
ル
と
日
本
一
。
し
か
も
、
な
ん
と
五

○
○
○
年
先
ま
で
尽
き
な
い
そ
う
だ
。

負
の
遺
産
を
断
ち
切
っ
た

大
胆
な
財
政
改
革

　

と
は
い
え
、
町
の
人
口
は
減
少
傾
向

に
あ
り
、
日
本
創
成
会
議
が
発
表
し
た

「
消
滅
可
能
性
都
市
」
に
も
含
ま
れ
て
い

る
。

　
「
草
津
町
の
定
住
人
口
は
減
っ
て
い
ま

す
が
、
就
労
人
口
の
数
は
逆
に
伸
び
て

い
る
。
商
店
や
旅
館
の
数
も
増
え
て
い

ま
す
。
今
、
草
津
町
は
人
手
不
足
な
ん

で
す
」

　

就
労
人
口
イ
コ
ー
ル
定
住
人
口
と
い

か
な
い
の
は
、
短
期
間
で
働
く
人
も
い

れ
ば
、
嬬つ
ま
ご
い恋

を
は
じ
め
近
隣
か
ら
通
う

人
も
多
い
か
ら
だ
そ
う
だ
。

　
「
人
口
減
は
市
町
村
が
成
り
立
た
な

く
な
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
し
か
し
、

草
津
町
の
経
済
圏
は
、
温
泉
が
湧
く
限

り
し
ぼ
む
こ
と
は
な
い
と
判
断
し
て
い

る
ん
で
す
」

　

そ
う
話
す
黒
岩
氏
は
、
草
津
活
性
化

の
政
策
に
打
っ
て
出
る
た
め
、
町
長
就

任
後
に
大
胆
な
財
政
改
革
も
行
っ
た
。

そ
の
ひ
と
つ
が
、
草
津
町
が
オ
ー
ナ
ー

と
な
る
第
三
セ
ク
タ
ー
「
草
津
観
光
公

社
」
の
建
て
直
し
だ
。

　
「
観
光
公
社
が
、
赤
字
か
ら
脱
却
で

き
な
い
温
泉
施
設
を
持
ち
悩
ん
で
い
た

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
耐
震
強
度
の
問
題

で
保
育
園
の
建
て
替
え
の
話
が
持
ち
上

が
っ
て
き
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
た

め
に
も
建
て
替
え
は
優
先
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
が
、
費
用
は
四
億
円
も
か
か

る
。
そ
こ
で
、
耐
震
上
は
問
題
が
無
い

そ
の
温
泉
施
設
を
再
利
用
す
る
こ
と
に

し
た
ん
で
す
。
結
果
、
改
装
費
は
一
億

円
で
済
み
、公
社
の
赤
字
増
大
の
ス
ト
ッ

プ
と
工
事
費
用
の
軽
減
と
い
う
一
挙
両

得
と
な
り
ま
し
た
」　

　

大
胆
な
財
政
改
革
は
、
切
り
詰
め
だ

け
で
な
い
。
ほ
か
で
は
例
の
な
い
、
固

定
資
産
税
の
負
担
軽
減
も
断
行
し
た
。

「
固
定
資
産
税
は
、
町
の
税
収
の
約

六
五
％
を
占
め
る
。
し
か
し
温
泉
で
も

う
け
て
温
泉
で
損
を
す
る
と
言
わ
れ
る

く
ら
い
、
草
津
の
建
物
は
劣
化
し
や
す

い
。
強
酸
性
の
泉
質
の
影
響
を
受
け
る

ん
で
す
ね
。
町
民
経
済
の
浮
揚
を
考
え
、

減
免
し
た
ん
で
す
よ
」

　

減
免
の
根
拠
を
得
る
べ
く
一
年
か
け

た
科
学
的
検
証
で
、実
際
に
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を
温
泉
に
つ
け
た
と
こ
ろ
、
わ
ず
か

一
カ
月
で
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
。
も
ち
ろ
ん
、

固
定
資
産
税
一
億
三
〇
〇
〇
万
円
の
減

収
に
は
反
対
意
見
が
多
か
っ
た
が
、
地

方
交
付
税
制
度
等
を
利
用
す
れ
ば
、
国

か
ら
の
補
て
ん
を
含
め
て
財
政
に
大
き

な
穴
を
あ
け
る
こ
と
が
な
い
の
を
黒
岩

氏
は
確
認
し
て
実
行
し
た
。

　

財
政
の
大
き
な
負
担
だ
っ
た
「
草
津

観
光
公
社
」
の
現
状
を
伺
っ
た
の
は
、

代
表
取
締
役
社
長
の
長
井
英
二
氏
だ
。

　
「
観
光
公
社
が
所
有
し
て
い
る
の
は
、

ス
キ
ー
場
と
ゴ
ル
フ
場
と
道
の
駅
。
そ

し
て
三
軒
の
日
帰
り
温
泉
。
草
津
の
場

合
、
こ
の
ド
ル
箱
の
温
泉
施
設
が
あ
る

か
ら
こ
そ
、
ほ
か
の
施
設
を
維
持
で
き

る
ん
で
す
」

　

前
出
の
「
御
座
之
湯
」
は
、
そ
の
ド

ル
箱
の
ひ
と
つ
。
さ
ら
に
従
来
か
ら
人

気
施
設
だ
っ
た
「
大
滝
乃
湯
」
も
、
一

昨
年
の
改
築
で
前
年
比
三
六
％
の
増
収

と
大
成
功
を
遂
げ
た
。
残
る
「
西
の
河

原
公
園
」
も
ま
た
、
散
策
道
路
の
雪
を

温
泉
熱
で
溶
か
す
設
備
が
整
え
ら
れ
る

等
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
が
計
画
さ
れ
て
お
り
、

今
後
に
期
待
が
か
け
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
今
も
公
社
の
売
上
の
半
分

を
担
う
の
は
、
バ
ブ
ル
時
代
の
ピ
ー
ク

に
八
〇
万
人
だ
っ
た
来
場
者
が
、
今
や

長野新幹線（北陸新幹線）

吾妻
線

前橋

高崎安中

軽井沢

草津
本白根山

▲

上
越
新
幹
線

上
越
線

関
越
自
動
車
道

　長野県

（株）草津観光公社代表取締役社長の長井英二氏。「草津国際
スキー場」のゲレンデ頂上から好天の日に望遠鏡をのぞくと、

「東京スカイツリー」も見えるほど見晴らしがいいとか。

14 年に復元された「御座
之湯」の名は、この地で
源頼朝が腰を掛けたとの
言い伝えに由来する。

山
間
と
い
う
町
の
立
地
を
活
か
し
て
「
湯
路
広
場
」
の

一
画
は
段
々
畑
の
よ
う
に
設
計
さ
れ
、
景
観
に
心
地

よ
い
ア
ク
セ
ン
ト
を
も
た
ら
す
。
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二
〇
万
人
に
ま
で
激
減
し
た
と
い
う
ス

キ
ー
場
だ
。
日
本
の
民
間
ス
キ
ー
場

と
し
て
最
初
に
リ
フ
ト
が
か
け
ら
れ
、

一
三
年
に
は
百
周
年
を
迎
え
た
由
緒
あ

る
施
設
。
標
高
二
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級

の
雄
大
な
景
観
も
楽
し
め
る
ゲ
レ
ン
デ

は
、
国
内
で
も
稀
な
存
在
だ
。

　
「
リ
フ
ト
や
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
の
大
改
修

を
行
い
、
ゲ
レ
ン
デ
も
整
備
し
た
の
で
、

今
後
お
客
さ
ん
に
魅
力
を
感
じ
て
も
ら

え
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
も
と
よ

り
、
か
つ
て
の
よ
う
に
若
い
人
が
日
帰

り
で
来
て
が
ん
が
ん
滑
る
の
で
は
な
く
、

温
泉
と
絡
め
て
泊
ま
り
で
ゆ
っ
く
り
来

て
も
ら
う
場
所
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

ゴ
ル
フ
場
も
同
じ
。
あ
ま
り
欲
は
出
し

て
な
い
ん
で
す
」

　

自
身
も
大
の
ス
キ
ー
愛
好
家
で
あ
る

長
井
氏
に
よ
れ
ば
、
ス
キ
ー
人
口
は
底

を
打
ち
、
最
近
で
は
緩
や
か
な
増
加
傾

向
に
あ
る
と
か
。
温
泉
と
い
う
支
え
を

受
け
、
草
津
の
楽
し
み
方
と
し
て
こ
れ

か
ら
先
も
訪
れ
る
人
の
記
憶
を
彩
る
こ

と
だ
ろ
う
。

官
も
民
も
一
丸
と
な
り 

町
の
活
性
化
に
励
む

　

町
の
未
来
を
考
え
て
い
る
の
は
、
も

ち
ろ
ん
行
政
サ
イ
ド
だ
け
で
は
な
い
。

草
津
を
巡
っ
て
印
象
深
か
っ
た
の
は
、

官
民
関
係
な
く
一
体
と
な
っ
た
絆
の
強

さ
を
感
じ
た
こ
と
に
あ
る
。
四
五
○
軒

の
会
員
を
抱
え
る
草
津
町
商
工
会
で
は
、

会
長
・
武
藤
義
徳
氏
が
草
津
の
魅
力
を

率
直
に
語
っ
て
く
れ
た
。

　
「
イ
ベ
ン
ト
を
は
じ
め
何
か
あ
る
と
、

皆
が
ま
と
ま
る
。
山
の
中
の
小
さ
い
町

で
す
し
、
明
治
時
代
に
温
泉
場
の
大
半

が
燃
え
た
大
火
を
経
験
し
て
い
る
の
で
、

皆
で
手
を
つ
な
ぎ
合
っ
て
い
る
。
そ
う

い
う
意
味
で
、
草
津
は
と
て
も
生
き
て

い
き
や
す
い
町
だ
と
思
う
ん
で
す
」

　

ほ
か
の
温
泉
地
へ
視
察
に
訪
れ
、
そ

こ
の
湯
に
入
っ
て
も
、「
帰
り
の
車
の
な

か
で
は
、
早
く
草
津
に
帰
っ
て
風
呂
に

入
り
た
い
と
思
う
」
と
冗
談
め
か
し
た

武
藤
氏
の
笑
顔
に
、
町
へ
の
愛
情
が
う

か
が
い
し
れ
て
う
れ
し
く
な
っ
た
。

　

一
○
年
か
ら
始
ま
り
、
商
工
会
も
力

を
注
ぐ
の
は
「
街
な
み
環
境
整
備
事
業
」

だ
。
温
泉
街
地
区
、
外
周
の
高
原
地
区

を
は
じ
め
町
を
五
つ
の
エ
リ
ア
に
分
け

て
場
所
に
応
じ
た
協
定
が
結
ば
れ
、
景

観
の
た
め
の
改
修
に
は
補
助
金
が
出
さ

れ
る
。
副
会
長
の
堀
田
洋
一
氏
い
わ
く
、

町
は
確
実
に
情
緒
あ
る
景
色
を
取
り
戻

し
て
い
る
と
い
う
。

　
「
自
分
た
ち
の
地
域
を
知
る
た
め
、
皆

が
歩
き
ま
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
意
見
を
出

し
合
い
な
が
ら
討
論
を
重
ね
た
。
住
民

が
当
事
者
と
し
て
景
観
を
考
え
、
そ
の

歴
史
や
文
化
を
学
び
直
し
た
か
ら
こ
そ
、

結
果
に
つ
な
が
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
」

　

ま
た
、
将
来
を
見
込
ん
だ
と
き
に
、

外
国
人
観
光
客
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
バ
ウ

ン
ド
へ
の
対
応
が
必
要
だ
と
話
す
の
は
、

同
じ
副
会
長
の
後
藤
文
雄
氏
だ
。
こ
と

に
海
外
で
は
ご
く
日
常
的
な
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
が
あ
ま
り
使
え
な
い
草
津
の

現
状
を
変
え
る
べ
く
、
商
工
会
は
先
頭

に
立
っ
て
動
い
て
い
る
。

　
「
外
国
人
客
は
面
倒
。
言
葉
が
通
じ
な

い
か
ら
要
ら
な
い
。そ
ん
な
こ
と
は
言
っ

草
津
町
は
町
役
場
が
全
国
で
二
番
の
標
高
に
位
置
す
る
自
治
体
。
温
泉

だ
け
で
は
な
く
、
眺
望
を
楽
し
め
る
「
白
根
火
山
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
」
や

ト
レ
ッ
キ
ン
グ
の
楽
し
み
も
待
ち
受
け
る
。

草津町商工会でお話を伺ったのは、右から建設業を営む会長の武藤義
徳氏、建設業ほか食堂や旅館を経営する副会長の後藤文雄氏、同じく
副会長で土産物の卸、販売業の堀田洋一氏。業種は異なれど、草津を
思う心はひとつ。 

草津町の魅力の原点である「泉質主義」
を掲げたのは 13 年前のこと。
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て
い
ら
れ
な
い
時
代
に
な
っ
て
い
る
。

草
津
は
一
○
○
パ
ー
セ
ン
ト
観
光
で
成

り
立
っ
て
い
る
町
で
す
か
ら
、
そ
の
あ

た
り
に
つ
い
て
は
皆
さ
ん
、
理
解
し
て

く
れ
て
い
ま
す
」

　

観
光
に
特
化
し
た
町
だ
け
に
、
訪
れ

る
人
々
を
実
際
に
出
迎
え
、
も
て
な
す

の
は
温
泉
旅
館
。
そ
の
代
表
と
し
て
最

初
に
お
会
い
し
た
の
は
、「
望
雲
」
の
代

表
取
締
役
で
あ
り
、「
草
津
温
泉
旅
館
協

同
組
合
」
の
理
事
長
を
務
め
る
黒
岩
裕

喜
男
氏
だ
。

　
「
バ
ブ
ル
以
降
も
急
激
な
落
ち
込
み
が

な
か
っ
た
一
番
の
理
由
は
、
首
都
圏
の

一
角
に
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
昔
か
ら

気
軽
に
来
ら
れ
る
温
泉
場
だ
っ
た
の
が
、

草
津
の
強
み
で
す
」

　

出
発
地
で
も
っ
と
も
多
い
の
は
東
京

都
。
続
い
て
、
埼
玉
県
、
群
馬
県
内
。

リ
ピ
ー
ト
率
は
約
六
割
だ
。

　
組
合
で
は
一
三
年
前
に
、基
本
に
帰
っ

た
テ
ー
マ
「
泉
質
主
義
」（
注
）
を
打
ち

出
し
た
。
草
津
温
泉
の
よ
さ
を
、
誰
し

も
が
ひ
と
言
で
説
明
で
き
る
よ
う
に
す

る
の
が
目
的
だ
。

　
「
こ
れ
ま
で
各
時
代
の
人
た
ち
が
い
ろ

い
ろ
な
試
み
を
取
り
入
れ
て
、
草
津
の

町
を
維
持
し
て
き
ま
し
た
。
我
々
の
世

代
は
、
そ
れ
を
継
ぐ
た
め
の
努
力
を
皆

で
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
皆
で
努

力
す
る
う
え
で
は
、
草
津
に
は
江
戸
時

代
か
ら
温
泉
を
公
平
に
分
け
合
っ
て
き

た
不
文
律
が
あ
る
の
は
大
き
い
で
す
ね
。

約
九
五
％
が
町
の
管
理
。
温
泉
の
恵
み

で
食
べ
て
い
る
こ
と
を
、
昔
か
ら
感
じ

て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　

限
ら
れ
た
人
が
権
利
を
持
っ
て
い
る

温
泉
地
で
は
、
後
か
ら
の
参
入
者
が
苦

労
し
、
ト
ラ
ブ
ル
の
一
因
に
な
る
こ
と

も
あ
る
よ
う
だ
。

　

草
津
の
旅
館
、
民
宿
の
数
は
寮
や
保

養
所
を
合
わ
せ
て
、
約
一
五
〇
軒
ほ
ど
。

来
訪
客
は
増
え
て
い
る
が
、
稼
働
率
は

決
し
て
高
い
わ
け
で
は
な
い
。

　

そ
ん
な
な
か
、
明
る
い
未
来
を
感
じ

さ
せ
た
の
は
、
客
足
が
落
ち
る
冬
場
の

状
況
だ
。

　
「
外
国
の
お
客
様
が
増
え
て
い
る
ん
で

す
。
雪
の
あ
る
冬
の
温
泉
と
い
う
の
が
、

魅
力
的
な
ん
で
し
ょ
う
」

　

積
極
的
な
外
国
人
客
へ
の
対
応
と
し

て
は
、
商
工
会
で
も
話
題
に
な
っ
た
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
加
え
、
Wi-

Fi
の

環
境
整
備
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

町
が
一
丸
と
な
っ
た
、
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
へ
の
対
応
も
、
宿
泊
客
を
誘
う
大
き

な
支
え
だ
。

　
「
観
光
課
や
観
光
協
会
の
皆
さ
ん
を

は
じ
め
町
全
体
が
メ
デ
ィ
ア
の
方
々
を

快
く
迎
え
、
丁
寧
に
案
内
し
て
く
れ
る
。

そ
の
積
み
重
ね
が
、
さ
ら
な
る
取
材
に

つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
非
常

に
あ
り
が
た
い
で
す
ね
」

　

ニ
ュ
ー
ス
や
温
泉
紀
行
な
ど
、
草
津

に
は
年
間
七
○
〜
八
○
件
ほ
ど
の
テ
レ

ビ
取
材
が
入
る
。
飲
食
店
や
土
産
物
店

は
飛
び
込
み
の
依
頼
で
も
厭
わ
な
い
た

め
、「
困
っ
た
と
き
の
草
津
頼
み
」
と
も

い
わ
れ
る
そ
う
だ
。

　

そ
の
も
て
な
し
の
力
は
、
一
四
年
公

開
の
映
画
『
テ
ル
マ
エ
・
ロ
マ
エ
Ⅱ
』

の
ロ
ケ
地
に
選
ば
れ
た
際
も
最
大
限
発

「熱の湯」では湯の温度を下げる草津独自の「湯もみ」を、「草津節」
とともに披露。14 年秋から改築工事が始まり、15 年春には大
正ロマンをテーマにした建物に生まれ変わる。下／完成予想図。

草津温泉旅館協同組合理事長の黒岩裕喜男氏。若手
を含め世代を超えてイベントにも取り組める、風通
しの良さが組合内にはあるという。

（
注 
）
草
津
温
泉
は
、以
下
三
点

を
掲
げ
泉
質
を
大
切
に
し

て
い
る
。
①
自
然
湧
出
泉

と
し
て
湯
量
日
本
一
、
②

源
泉
か
け
流
し
の
天
然
温

泉
、
③
強
力
な
殺
菌
力
を

誇
る
温
泉
。
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揮
さ
れ
た
。
い
い
Ｐ
Ｒ
に
な
る
、
町
を

あ
げ
て
全
面
的
に
協
力
し
よ
う
と
の
流

れ
は
早
々
に
決
ま
り
、
大
勢
の
エ
キ
ス

ト
ラ
の
要
請
に
関
し
て
は
、
役
場
は
も

ち
ろ
ん
、
観
光
協
会
や
商
工
会
、
旅
館

組
合
に
ま
で
集
合
指
令
が
飛
ん
だ
。

　

帝
政
ロ
ー
マ
時
代
の
設
計
技
師
が
、

日
本
の
温
泉
地
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
す

る
物
語
は
大
ヒ
ッ
ト
に
。
作
品
の
公
開

直
後
か
ら
、
草
津
へ
の
来
訪
客
数
は
明

ら
か
に
増
え
て
き
た
。　
　
　
　

豊
か
に
湧
き
出
る
温
泉
が

草
津
に
あ
る
限
り

　

各
施
設
を
み
れ
ば
、
創
業
五
〇
年
の

「
草
津
ハ
イ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
」
の
食
の
面

か
ら
の
改
革
に
も
心
惹
か
れ
た
。
あ
ら

た
に
考
案
し
た
「
草
津
味
（
く
さ
つ
み
）

料
理
」
に
つ
い
て
、
代
表
取
締
役
の
宮

崎
謹
一
氏
が
説
明
す
る
。

　
「
草
つ
み
（
自
然
食
）
と
草
津
を
か
け

た
ん
で
す
。
旅
館
に
来
て
宴
会
を
、
と

い
う
時
代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
健
康
志

向
の
お
客
様
に
向
け
、
湯
治
場
と
い
う

草
津
温
泉
の
原
点
を
考
え
、
体
の
外
か

ら
も
中
か
ら
も
健
や
か
に
と
の
発
想
で

し
た
」

　

玄
米
菜
食
の
マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィ
ッ
ク

も
合
わ
せ
、
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
が
多
い
海

外
か
ら
の
客
を
も
見
据
え
た
展
開
だ
。

　

若
女
将
・
西
場
貴
子
氏
も
メ
ン
バ
ー

で
あ
る
、
女
将
会
の
存
在
も
興
味
深
い
。

　
「
ほ
か
の
地
域
に
も
あ
り
ま
す
が
、
草

津
の
女
将
会
の
活
動
は
活
発
で
す
ね
。

温
泉
の
権
利
が
平
等
な
の
が
、
仲
の
良

さ
を
支
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

女
将
会
で
考
案
し
た
化
粧
品
は
、
売

れ
行
き
好
調
。
女
将
た
ち
が
勢
ぞ
ろ
い

し
た
、
華
や
ぎ
あ
る
ポ
ス
タ
ー
も
町
で

た
び
た
び
見
か
け
た
。
多
忙
な
皆
さ
ん

が
時
間
を
合
わ
せ
る
の
は
、
容
易
で
は

な
か
っ
た
は
ず
と
い
う
言
葉
に
、
宮
崎

氏
が
う
な
ず
く
。

　
「
町
ぐ
る
み
で
や
れ
る
の
が
、
や
は

り
い
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。
よ
そ
に
は
農

業
を
は
じ
め
観
光
以
外
の
産
業
が
あ
り

ま
す
が
、
草
津
は
観
光
一
本
で
す
か
ら
、

ま
と
ま
り
や
す
い
ん
で
す
よ
」

　

結
束
力
の
強
さ
は
、
創
業
三
〇
〇
余

年
の
「
ホ
テ
ル
一
井
」
常
務
取
締
役
の

市
川
祥
史
氏
の
話
か
ら
も
感
じ
ら
れ
た
。

　
「
ほ
か
で
は
お
客
の
奪
い
合
い
の
よ
う

な
話
も
聞
く
の
で
す
が
、
草
津
で
は
仲

間
と
い
う
意
識
が
強
い
。
ラ
イ
バ
ル
と

い
う
言
葉
も
聞
き
ま
せ
ん
ね
」

　

市
川
氏
は
も
と
も
と
東
京
で
広
告
業

に
携
わ
っ
て
い
た
が
、
八
年
前
の
結
婚

を
機
に
町
の
一
員
と
な
っ
た
。
町
に
来

て
草
津
の
四
季
の
変
化
に
感
動
し
た
と

い
う
。

　
「
一
番
好
き
な
季
節
は
春
。
本
当
に
芽

生
え
の
香
り
が
す
る
ん
で
す
よ
。
夏
は

涼
し
く
、
秋
に
は
紅
葉
が
見
ら
れ
ま
す
。

冬
は
雪
を
見
な
が
ら
露
天
風
呂
に
入
れ

る
の
が
幸
せ
。
五
感
に
訴
え
る
も
の
が
、

草
津
に
は
十
分
あ
る
。
雪
や
寒
さ
を
味

方
に
し
て
集
客
に
つ
な
げ
ら
れ
た
ら
、

面
白
い
と
思
う
ん
で
す
」

　

訪
れ
た
人
の
五
感
に
訴
え
る
の
は
、

欧
州
か
ら
著
名
な
演
奏
家
を
招
き
、
コ

ン
サ
ー
ト
と
レ
ッ
ス
ン
が
行
わ
れ
る
、

「草津ハイランドホテル」代表取締役の宮崎謹一氏と、
娘さんで若女将の西場貴子氏。ホテル創業と宮崎夫
妻の結婚は 1964 年。14 年はともに 50 周年を迎え、
記念すべき年になった。

創業 300 余年。草津でもっとも古い歴史を誇る
宿泊施設のひとつ、「ホテル一井」常務取締役の
市川祥史氏。「一井」の名は一番井戸の意。

観光客が散策を楽しめるように
と、温泉街の各所に道しるべが
設けられているが、景観を邪魔
しない奥ゆかしさがある。

湯畑のまわりの欄干に
は、歴史上の人物から
名だたる政治家まで、
草津を訪れた 100 人の
名前が刻まれている。
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「
草
津
夏
期
国
際
音
楽
ア
カ
デ
ミ
ー
＆

フ
ェ
ス
テ
ィ
ヴ
ァ
ル
」
も
ま
た
然
り
。

一
九
八
○
年
か
ら
続
け
ら
れ
、
国
内
外

で
の
評
価
も
高
い
が
、
理
事
の
中
澤
敬

氏
は
当
初
の
苦
労
を
振
り
返
る
。

　
「
当
時
、地
元
に
は
、温
泉
と
ク
ラ
シ
ッ

ク
音
楽
は
関
係
な
い
と
い
う
反
対
意
見

が
あ
り
ま
し
た
。
県
を
は
じ
め
い
ろ
い

ろ
な
方
々
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
で
、
な
ん

と
か
実
現
に
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
が
、
始

ま
っ
て
一
〇
年
ほ
ど
は
毎
年
、
来
年
は

ど
う
な
る
か
不
安
で
た
ま
り
ま
せ
ん
で

し
た
」

　

し
か
し
、
主
催
者
の
ひ
と
り
で
あ
り

講
師
と
し
て
も
ア
カ
デ
ミ
ー
を
支
え
て

き
た
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
遠
山
慶
子
氏
が

美
智
子
妃
殿
下
に
ピ
ア
ノ
を
教
え
て
い

た
縁
で
、
や
が
て
天
皇
皇
后
ご
夫
妻
が

毎
年
、
訪
れ
る
と
い
う
栄
誉
に
も
あ
ず

か
っ
た
。

　
「
三
五
年
間
も
続
い
て
き
た
理
由
は
や

は
り
、
草
津
が
素
晴
ら
し
い
か
ら
。
非

常
に
快
適
に
過
ご
せ
る
と
、
演
奏
家
の

方
た
ち
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
バ

ブ
ル
期
に
は
各
地
で
音
楽
祭
が
生
ま
れ

ま
し
た
が
、
宿
泊
施
設
が
な
い
と
こ
ろ

で
は
続
か
な
い
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
。

財
政
難
で
、
多
く
の
先
で
中
止
に
も
な

り
ま
し
た
。
草
津
の
場
合
は
、
町
と
県

に
理
解
が
あ
り
、
音
楽
祭
と
温
泉
街
と

の
連
携
プ
レ
ー
も
良
く
な
っ
て
い
ま
す
」

　

九
一
年
に
は
、
本
格
的
な
「
草
津
音

楽
の
森
国
際
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
」
も

誕
生
し
た
。
そ
の
周
囲
は
、豊
か
な
木
々

の
緑
に
彩
ら
れ
て
い
る
。

　

草
津
は
実
は
、
土
地
価
格
が
群
馬
県

内
で
三
番
目
に
高
い
。
町
が
元
気
な
証

し
で
あ
る
一
方
で
、
七
○
％
が
国
有
林

で
民
地
が
限
ら
れ
る
の
も
大
き
い
。
こ

の
不
利
な
環
境
も
、
観
光
に
全
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
注
ぐ
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
草
津
は
お
客
様
が
来
な
け
れ
ば
、
経

済
が
回
ら
な
い
。
観
光
業
だ
け
で
は
な

く
、
建
設
業
も
商
工
業
も
皆
一
緒
で
す
。

で
す
か
ら
、
議
論
は
と
こ
と
ん
し
て
も
、

意
思
決
定
し
た
ら
皆
で
同
じ
方
向
を
向

く
ん
で
す
」
と
話
し
て
い
た
黒
岩
町
長

の
言
葉
を
思
い
出
し
た
。

草津町地域の底力

草津町の憲章「歩み入る者にやすらぎ
を 去りゆく人にしあわせを」は、ドイ
ツ・ローテンブルク市の門に刻まれた
言葉を東山魁

かい

夷
い

画伯が翻訳したもの。

　

町
長
を
先
頭
に
行
政
、
議
会
、
観
光

協
会
、
商
工
会
、
旅
館
組
合
、
女
将
会

の
ト
ッ
プ
が
、
東
京
の
大
手
エ
ー
ジ
ェ

ン
ト
回
り
を
行
う
「
ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス
」

は
、そ
の
真
骨
頂
だ
ろ
う
。「
王
者
草
津
」

は
決
し
て
、
そ
の
座
に
甘
ん
じ
て
い
な

い
。

　

取
材
か
ら
の
帰
り
し
な
、
湯
畑
を
眺

め
な
が
ら
「
ホ
テ
ル
一
井
」
の
市
川
氏

の
言
葉
が
胸
を
よ
ぎ
る
。

　
「
仕
事
で
迷
い
が
あ
る
と
、
湯
畑
を
見

に
行
く
ん
で
す
。
ふ
つ
ふ
つ
と
湯
が
あ

ふ
れ
て
い
る
の
を
眺
め
て
い
る
と
、
細

か
い
こ
と
は
気
に
な
ら
な
く
な
る
」

　

温
泉
と
と
も
に
そ
の
温
も
り
に
つ
な

が
れ
た
町
の
人
々
の
熱
い
思
い
も
ま
た
、

草
津
で
は
そ
こ
か
し
こ
か
ら
湧
き
出
て

い
る
に
違
い
な
い
。

観光客の楽しみに限らず、湯畑の眺めはこの町に暮らす
人々にとっても心の拠り所になっている。

草津温泉観光協会の会長も務める
中澤敬氏は、かつては草津町町長
として行政に携わった。また、国
土交通省が中心となって選定した

「観光カリスマ」のひとりでもある。

「草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル」が開催され
る「草津音楽の森コンサートホール」は 608 名を収容できる。
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写真 野瀬勝一

1944 年兵庫県生まれ。67 年東京大学法学部卒業
後、東京電力株式会社入社。電力契約部長、取締
役エネルギー営業部長、常務取締役、取締役副社長 
販売営業本部長、取締役・電気事業連合会副会長
を歴任。2010 年より日本銀行政策委員会審議委員。

小惑星探査機「はやぶさ」の帰還や、「国際宇宙ステーション」での日本人宇
宙飛行士の活躍など、日本が宇宙で活躍する領域は着実に広がっている。宇
宙開発に込められた未来への夢とそれを支える日本の技術力の素晴らしさ。
我が国の宇宙開発で陣頭指揮をとるJAXA（宇宙航空研究開発機構）理事長
奥村直樹氏が語ってくれた。

Yoshihisa Morimoto

日本銀行政策委員会審議委員

奥村直樹
1973 年東京大学大学院応用物理学・博士課程修了後、
新日本製鐵株式会社入社。取締役、常務取締役、代表
取締役副社長を歴任。2007 年総合科学技術会議議員。
13 年より現職。

Naoki Okumura

宇宙航空研究開発機構理事長

森本宜久

未
来
へ
の
夢
が
ふ
く
ら
む

宇
宙
事
業
は
日
本
の
総
合
力
の
証
し

森
本　

今
、
子
ど
も
た
ち
を
含
め
て
、

人
々
の
宇
宙
へ
の
関
心
が
大
変
高
ま
っ

て
い
ま
す
。
私
に
と
っ
て
こ
れ
ま
で
何

よ
り
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
一
九
六
九

年
の
ア
ポ
ロ
11
号
の
月
面
着
陸
で
す
。

そ
の
映
像
を
何
度
も
繰
り
返
し
見
た
だ

け
で
な
く
、
大
阪
万
博
（
一
九
七
〇
年
）

に
も
行
っ
て
、「
月
の
石
」
を
見
て
宇

宙
へ
の
夢
を
膨
ら
ま
せ
た
こ
と
が
大
変

懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
奥
村
理

事
長
が
宇
宙
を
強
く
意
識
し
た
体
験
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
か
。

奥
村　

や
は
り
、
ア
ポ
ロ
11
号
で
す

ね
。
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
船
長
が
月
面

に
降
り
立
っ
た
瞬
間
、
大
変
な
こ
と
が

起
こ
っ
た
ぞ
と
、
衝
撃
を
受
け
た
こ
と
、

今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、

そ
の
頃
大
学
で
物
理
学
を
勉
強
し
て
い

た
せ
い
か
、
宇
宙
船
の
離
着
陸
の
様
子

を
見
な
が
ら
、
人
間
が
行
っ
た
こ
と
の

な
い
月
で
も
、
地
球
上
で
つ
く
り
上
げ

ら
れ
た
物
理
学
が
き
ち
ん
と
使
え
る
こ

と
が
実
証
さ
れ
た
の
だ
、
と
深
い
感
銘

を
受
け
ま
し
た
。
基
礎
的
な
学
問
が
、

場
所
と
時
間
を
超
え
て
普
遍
性
を
持
っ

て
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
、
貴
重
な
機

会
で
し
た
。

ア
ポ
ロ
11
号
か
ら
始
ま
っ
た

宇
宙
へ
の
思
い
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「
イ
ト
カ
ワ
」が
シ
リ
コ
ン（
ケ
イ
素
）

の
酸
化
物
が
中
心
の
小
惑
星
で
あ
っ
た

の
に
対
し
て
、「
は
や
ぶ
さ
２
」
が
目

指
す
の
は
、
炭
素
系
の
物
質
が
相
当
量

あ
る
と
み
ら
れ
る
別
の
小
惑
星
で
す
。

炭
素
系
の
有
機
物
は
、
地
球
上
の
生
命

の
構
成
要
素
で
す
か
ら
、「
は
や
ぶ
さ

２
」
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
ま
さ
に
「
生

命
の
起
源
の
謎
を
探
究
す
る
旅
」
と
言

え
ま
す
。

森
本　

私
は
、
地
球
上
の
生
命
は
地
球

内
部
の
有
機
物
か
ら
で
き
た
も
の
と

思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
、
生
命
体

の
起
源
は
、
宇
宙
か
ら
降
っ
て
き
た
隕

石
に
付
着
し
て
い
る
ア
ミ
ノ
酸
だ
と
い

う
考
え
方
が
有
力
な
よ
う
で
す
ね
。

奥
村　

そ
う
で
す
ね
。
生
命
の
起
源
に

は
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
り
ま
す
が
、「
は

や
ぶ
さ
２
」
は
こ
う
し
た
学
問
に
大
き
な

イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

ま
す
。
順
調
に
行
け
ば
、
二
〇
二
〇
年
、

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
の
年
に
「
は

や
ぶ
さ
２
」
は
戻
っ
て
き
ま
す
。
楽
し

み
に
し
て
い
て
く
だ
さ
い
。

森
本　

最
近
で
は
若
田
光
一
飛
行
士
が

日
本
人
初
の
船
長
と
し
て
活
躍
し
た

「
Ｉ
Ｓ
Ｓ
（
国
際
宇
宙
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）」

森
本　

世
界
に
衝
撃
を
与
え
た
と
い
う

点
で
は
、
小
惑
星
探
査
機
「
は
や
ぶ
さ
」

も
同
様
で
す
ね
。
先
日
、
筑
波
の
宇
宙

セ
ン
タ
ー
で
、「
は
や
ぶ
さ
」
の
実
機

大
の
展
示
を
見
学
し
ま
し
た
。
一
メ
ー

ト
ル
立
方
ぐ
ら
い
の
小
さ
な
身
で
七
年

間
も
宇
宙
を
飛
行
し
た
の
か
と
思
う

と
、
機
械
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
当
に
け

な
げ
だ
な
と
感
動
し
ま
し
た
。

奥
村　
「
は
や
ぶ
さ
」
は
地
球
か
ら
約

三
億
キ
ロ
離
れ
た
距
離
に
あ
る
、
長
径

五
○
○
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
小
惑
星
「
イ

ト
カ
ワ
」
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。「
は

や
ぶ
さ
」
の
一
番
の
意
義
は
、
あ
れ
だ

け
遠
く
の
小
さ
な
星
か
ら
サ
ン
プ
ル
を

と
っ
て
地
球
に
帰
還
で
き
た
こ
と
で

す
。
惑
星
間
往
復
飛
行
と
し
て
は
、
世

界
初
の
偉
業
で
し
た
。
サ
ン
プ
ル
を
持

ち
帰
る
た
め
に
は
、
小
惑
星
へ
の
離
着

陸
を
始
め
と
し
て
数
多
く
の
困
難
な
ス

テ
ッ
プ
を
ク
リ
ア
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
を
全
部
や
り
遂
げ
た
一
連

の
シ
ス
テ
ム
の
信
頼
性
の
高
さ
は
、
国

際
的
に
高
い
評
価
を
受
け
ま
し
た
。

　

そ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
支
え
た
の
は
Ｊ

Ａ
Ｘ
Ａ
の
研
究
者
は
も
ち
ろ
ん
、
実
は

日
本
の
中
小
企
業
な
ん
で
す
。「
は
や

ぶ
さ
」
を
作
り
上
げ
た
の
は
、
町
工
場

を
含
む
様
々
な
方
々
の
技
術
の
集
積
で

す
。
非
常
に
裾
野
の
広
い
様
々
な
分
野

か
ら
の
ご
協
力
が
あ
っ
て
こ
そ
の
成
功

で
し
た
。

森
本　

ま
さ
に
池
井
戸
潤
氏
の
小
説

『
下
町
ロ
ケ
ッ
ト
』
の
世
界
そ
の
も
の

で
す
ね
。

奥
村　

小
惑
星
へ
行
く
と
い
う
、
企
画

自
体
も
適
切
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
小

さ
な
天
体
は
重
力
が
小
さ
い
の
で
、
探

査
機
が
星
に
引
っ
張
ら
れ
て
急
激
に
墜

落
す
る
よ
う
な
危
険
も
少
な
く
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
も
そ
れ
ほ
ど
要
し
ま
せ
ん
か
ら
。

森
本　

と
は
い
え
、
映
画
化
も
さ
れ
多
く

の
人
に
感
動
を
与
え
た
よ
う
に
、「
は
や

ぶ
さ
」
が
、
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
を
乗
り
越

え
無
事
帰
還
し
得
た
裏
に
は
、
か
な
り

の
ご
苦
労
が
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

奥
村　

遠
い
と
こ
ろ
か
ら
満
身
創
痍
で

よ
く
帰
っ
て
き
た
ね
と
、
国
民
の
皆
さ

ん
も
感
動
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

実
際
、
故
障
を
含
め
て
ま
さ
に
「
難
航
」

で
し
た
。
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
て
も
宇
宙

に
は
修
理
に
行
け
ま
せ
ん
の
で
、「
は

や
ぶ
さ
」
は
、
あ
ら
か
じ
め
様
々
な
事

態
を
想
定
し
て
設
計
を
行
っ
て
い
ま

す
。
重
要
な
シ
ス
テ
ム
で
は
二
重
化
に

よ
り
、
一
方
が
動
作
し
な
く
と
も
、
も

う
一
方
が
動
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

と
い
っ
て
も
技
術
だ
け
で
は
う
ま
く
い

か
な
い
面
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
人
間

ド
ラ
マ
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
す
が
、
結

果
的
に
は
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
が

き
ち
ん
と
働
い
た
と
言
っ
て
良
い
と
思

い
ま
す
。

森
本　

今
年
の
十
一
月
末
に
再
び
小
惑

星
を
目
指
し
打
ち
上
げ
る
「
は
や
ぶ
さ

２
」
は
、
そ
の
貴
重
な
経
験
を
生
か
し

て
計
画
さ
れ
た
の
で
す
ね
。（
注
）

奥
村　

世
界
的
に
小
惑
星
へ
の
関
心
は

高
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
小
惑
星
に
は

太
陽
系
が
約
四
六
億
年
前
に
誕
生
し
た

頃
の
姿
が
残
さ
れ
て
お
り
、
小
惑
星
に

行
け
ば
そ
の
起
源
の
謎
に
迫
れ
る
の
で

は
な
い
か
、
と
多
く
の
天
文
学
者
が
考

え
て
い
ま
す
。

「
は
や
ぶ
さ
」の

感
動
の
裏
側
に
あ
っ
た
も
の

生
命
の
起
源
を
探
索
す
る

「
は
や
ぶ
さ
２
」

宇
宙
開
発
に
生
き
る

日
本
人
の
几
帳
面
さ

はやぶさ 2   ランデブー　イラスト：池下章裕

（注） 「はやぶさ２」は、12 月 3 日に無事
打ち上げに成功し、軌道に乗りました。
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も
大
い
に
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

も
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
の
事
業
で
す
ね
。

奥
村　
「
Ｉ
Ｓ
Ｓ
」
は
、
一
五
カ
国
が

協
力
し
て
取
り
組
む
国
際
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
す
。
サ
ッ
カ
ー
場
と
同
程
度
の
大

き
さ
の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
、
地
上
四
○

○
キ
ロ
の
高
さ
で
九
○
分
に
一
回
地
球

を
回
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
中
に
、

日
本
の
「
き
ぼ
う
」
を
は
じ
め
と
し
た
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
、
ロ
シ
ア
の
実

験
棟
が
あ
り
ま
す
。

　
「
Ｉ
Ｓ
Ｓ
」
の
一
番
の
成
果
は
、
地

上
以
外
で
人
類
が
半
年
間
も
の
長
期
間

生
活
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
い
わ
ば
人
間
の
活
動
領
域
が

広
が
っ
た
と
言
え
ま
す
。　

　

二
番
目
は
、
無
重
力
と
い
う
空
間
を

生
か
し
て
、
新
し
い
産
業
や
学
術
の
芽

を
出
す
よ
う
な
実
験
を
行
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。
人
間
は
、
地
球
上
で
生
ま
れ
、

そ
の
重
力
の
も
と
で
進
化
し
て
き
ま
し

た
。
当
然
無
重
力
空
間
で
は
、
生
体
反

応
の
仕
方
が
異
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
例

え
ば
、
宇
宙
空
間
で
は
骨
が
弱
る
こ
と

に
着
目
し
、
骨こ

つ

粗そ

鬆
し
ょ
う
し
ょ
う
症
に
関
す
る
薬

の
開
発
に
有
効
な
知
見
を
得
た
り
し
て

い
ま
す
。

森
本　

船
外
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
は
、

宇
宙
観
測
も
行
っ
て
い
ま
す
ね
。

奥
村　

船
外
施
設
を
持
っ
て
い
る
の
は

日
本
だ
け
で
し
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル

候
補
天
体
の
観
測
な
ど
、
新
し
い
発
見

を
幾
つ
も
し
て
い
ま
す
。

森
本　
「
Ｉ
Ｓ
Ｓ
」
の
運
用
に
際
し
て

は
、
国
際
的
な
連
携
、
役
割
分
担
が
広

が
っ
て
い
る
中
で
、
米
国
の
ス
ペ
ー
ス

シ
ャ
ト
ル
退
役
後
、
日
本
の
宇
宙
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
補
給
機
「
こ
う
の
と
り
」

が
、
物
資
輸
送
、
特
に
大
型
の
実
験
装

置
輸
送
で
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

奥
村　

そ
う
な
ん
で
す
。
現
在
、
大
型

の
実
験
装
置
を
「
Ｉ
Ｓ
Ｓ
」
ま
で
運
べ

る
の
は
、種
子
島
か
ら
打
ち
上
げ
る
「
こ

う
の
と
り
」
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
平
均

で
年
に
約
一
回
補
給
物
資
を
運
び
、
毎

回
、
定
時
発
射
・
定
時
到
着
と
い
う
、

安
定
し
た
実
績
を
残
し
て
い
ま
す
。

森
本　

日
本
の
列
車
運
行
と
同
じ
正
確

さ
と
安
定
感
で
す
ね
！

奥
村　

鉄
道
運
行
と
同
様
に
諸
外
国
か

ら
非
常
に
評
価
さ
れ
て
お
り
、
う
れ
し

い
こ
と
で
す
。
一
方
で
今
後
、
そ
の
技

術
や
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
仕
組
み
を
他
国

と
共
有
し
、
将
来
の
宇
宙
探
査
に
ど
う

生
か
し
て
い
く
か
が
、
我
々
の
大
き
な

課
題
と
考
え
て
い
ま
す
。

森
本　
「
こ
う
の
と
り
」
と
「
Ｉ
Ｓ
Ｓ
」

の
ド
ッ
キ
ン
グ
は
、
か
な
り
の
困
難
を

と
も
な
う
の
で
し
ょ
う
か
。

奥
村　
「
Ｉ
Ｓ
Ｓ
」も「
こ
う
の
と
り
」も
、

秒
速
八
キ
ロ
で
飛
ん
で
い
ま
す
。
た
と

え
れ
ば
新
幹
線
が
猛
ス
ピ
ー
ド
で
二
列

に
な
っ
て
走
り
、
そ
の
乗
客
が
お
互
い

窓
か
ら
手
を
出
し
て
握
手
す
る
。
そ
れ

く
ら
い
と
ん
で
も
な
い
こ
と
な
ん
で
す

（
笑
）。
こ
の
ド
ッ
キ
ン
グ
技
術
は
、
失

敗
事
例
も
な
く
、
米
国
企
業
に
も
採
用

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
よ
く
よ
く
見
る
と

機
械
の
自
動
制
御
技
術
や
セ
ン
サ
ー
技

術
と
い
っ
た
基
礎
的
技
術
の
積
み
重
ね

で
し
て
、
基
本
的
な
技
術
が
き
ち
っ
と

し
て
い
る
こ
と
が
一
番
大
切
だ
と
い
う

こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。　

森
本　

そ
う
し
た
優
れ
た
技
術
の
裏
付

け
の
下
、
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
ち
上
げ
に
は
万

全
の
体
制
で
臨
ま
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、

い
ざ
打
ち
上
げ
と
な
る
と
、
そ
の
緊
張

感
は
相
当
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

奥
村　

半
端
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ロ
ケ
ッ
ト
の
発
射
や
飛
行
の
安
全

は
基
本
的
に
国
が
責
任
を
負
っ
て
い
る

の
で
す
が
、
実
は
そ
れ
が
我
々
に
託
さ

れ
て
い
ま
す
。
余
り
心
臓
に
よ
ろ
し
く

な
い
時
間
で
す
（
笑
）。

　

し
か
も
、
ロ
ケ
ッ
ト
打
ち
上
げ
は
始

ま
り
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
打
ち

上
げ
後
、
衛
星
が
所
定
の
軌
道
に
乗
り
、

き
ち
ん
と
働
き
だ
す
ま
で
、
ず
っ
と
ド

キ
ド
キ
し
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん

で
す
（
笑
）。
そ
の
反
面
、
喜
び
も
ま

た
ひ
と
し
お
で
す
が
。

森
本　

と
こ
ろ
で
、
宇
宙
技
術
は
、
未

知
へ
の
挑
戦
で
あ
る
と
同
時
に
、
我
々

の
安
全
安
心
な
日
常
生
活
を
支
え
る
イ

ン
フ
ラ
と
し
て
も
不
可
欠
の
存
在
に
な
っ

て
き
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
毎
日

の
天
気
予
報
で
な
じ
み
の
あ
る
気
象
衛

星
「
ひ
ま
わ
り
」
以
外
に
も
、「
だ
い

ち
２
号
」（陸
域
観
測
技
術
衛
星
）と
い
っ

た
、
生
活
に
直
接
関
わ
る
地
球
観
測
衛

星
、
あ
る
い
は
地
球
環
境
問
題
に
関
わ

る
「
し
ず
く
」、
防
災
シ
ス
テ
ム
の
構

築
に
役
立
つ
技
術
衛
星
「
き
く
８
号
」、

カ
ー
ナ
ビ
や
車
両
の
自
動
走
行
の
安
全

運
転
を
支
援
す
る
「
み
ち
び
き
」
等
々
、

わ
れ
わ
れ
の
日
常
を
支
え
る

宇
宙
技
術

SSRMS（国際宇宙ステーションのロボット
アーム）に把

は じ

持された「こうのとり」4 号機
　C JAXA/NASA
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我
々
の
生
活
に
は
様
々
な
形
で
衛
星
の

お
世
話
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。

奥
村　

例
え
ば
、
こ
う
し
た
衛
星
か
ら

海
中
の
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
状
況
や
海
水

温
も
分
か
り
ま
す
か
ら
、
非
常
に
効
率

の
い
い
漁
が
で
き
る
と
し
て
、
日
本
の

遠
洋
漁
業
で
は
情
報
活
用
の
動
き
が
広

ま
っ
て
い
ま
す
。
海
外
で
は
、
農
作
物

の
生
育
状
況
の
観
測
結
果
を
先
物
取
引

で
利
用
す
る
と
い
う
金
融
分
野
で
の
活

用
等
、
民
間
ベ
ー
ス
で
も
、
衛
星
か
ら

得
ら
れ
る
多
様
な
情
報
を
上
手
に
組
み

合
わ
せ
て
活
用
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
が
す
で

に
始
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
。

森
本　

二
〇
一
五
年
に
初
め
て
、
国
外

企
業
か
ら
の
受
注
で
通
信
衛
星
を
打
ち

上
げ
ら
れ
る
そ
う
で
す
ね
。　

 　
　

ロ
ケ
ッ
ト
の
打
ち
上
げ
成
功
率
が
九
五

％
と
極
め
て
高
い
こ
と
が
評
価
さ
れ
た

と
聞
い
て
い
ま
す
が
。

奥
村　
「
は
や
ぶ
さ
」
を
は
じ
め
ロ
ケ
ッ

ト
や
衛
星
は
、
多
く
の
産
業
・
研
究
機

関
の
技
術
力
の
集
積
で
あ
り
、
日
本
企

業
の
様
々
な
特
殊
技
術
も
生
か
さ
れ
て

い
ま
す
。
特
に
、
先
ほ
ど
の
「
こ
う
の

と
り
」
の
定
時
運
航
を
支
え
る
優
秀
な

人
材
や
技
術
は
、
我
が
国
の
宇
宙
開
発

力
の
一
番
の
源
泉
で
す
。

　

あ
る
意
味
で
、
宇
宙
技
術
は
国
の
総

合
力
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
、
そ
れ

が
ゆ
え
に
、
先
進
国
だ
け
で
な
く
新
興

国
も
今
宇
宙
開
発
に
全
力
で
取
り
組
ん

で
い
る
状
況
で
す
。

　

我
が
国
は
、
現
状
、
日
本
の
宇
宙
事

業
の
九
〇
％
以
上
が
政
府
の
予
算
で
ま

か
な
わ
れ
て
い
る
中
、
厳
し
い
財
政
状

況
か
ら
、
累
積
で
の
衛
星
打
ち
上
げ
回

数
は
、
残
念
な
が
ら
欧
米
中
ロ
の
数
百

〜
千
以
上
に
対
し
て
、
日
本
は
数
十
個

と
桁
違
い
に
少
な
い
の
が
現
実
で
す
。

　

宇
宙
開
発
は
多
く
の
企
業
の
技
術
の

総
結
集
が
必
要
な
一
方
で
、
仕
事
量
は

極
め
て
少
な
い
と
い
う
難
し
い
環
境
に

直
面
し
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
現

状
す
ら
維
持
で
き
な
く
な
る
と
い
う
危

機
感
を
抱
い
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

よ
り
競
争
力
を
つ
け
て
民
間
や
他
国
か

ら
ロ
ケ
ッ
ト
打
ち
上
げ
を
受
注
し
た

り
、
打
ち
上
げ
シ
ス
テ
ム
等
の
輸
出
量

を
増
や
し
た
り
す
る
方
策
を
真
剣
に
考

え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
他
国
と
の
競
争
の
中
で
は
、

人
間
を
宇
宙
に
送
る
分
野
も
想
定
し
な

く
て
は
い
け
ま
せ
ん
が
、
そ
の
場
合
に

は
、
ロ
ケ
ッ
ト
打
ち
上
げ
以
外
の
技
術

開
発
を
伴
い
ま
す
。
例
え
ば
、
人
を
月

や
火
星
と
地
球
と
の
間
を
往
復
さ
せ
る

と
な
る
と
、
補
給
を
十
分
に
行
え
な
い

の
で
、
宇
宙
船
内
で
の
酸
素
や
食
料
、

あ
る
い
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
再
利
用
と

い
っ
た
生
活
イ
ン
フ
ラ
関
連
技
術
を
徹

底
し
て
考
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
人
や
半
導
体
に
影
響
を
及
ぼ
す

宇
宙
線
の
防
護
技
術
な
ど
も
ク
リ
ア
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
意
味

で
は
、
日
本
の
幅
広
い
分
野
の
総
合
的

な
技
術
力
を
強
み
と
し
て
活
用
で
き
る

可
能
性
が
あ
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

森
本　

宇
宙
開
発
と
い
う
の
は
本
当
に

総
合
力
が
問
わ
れ
ま
す
ね
。

森
本　

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
ご
経
験

を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
か
ら
広
く
科
学
分

野
で
活
躍
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち
に
、

ア
ド
バ
イ
ス
を
お
願
い
し
ま
す
。

奥
村　

一
番
大
事
な
こ
と
は
、
何
か
を

見
た
と
き
に
、
ど
う
不
思
議
に
感
じ
る

か
、
好
奇
心
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
世
の
中
に
は
便
利
な
も
の
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、

ど
う
し
て
動
く
の
？　

ど
う
し
て
光
る

の
？　

と
い
う
思
い
を
常
に
持
て
る
よ

う
に
な
れ
ば
、
す
で
に
完
成
し
た
体
系

の
よ
う
に
見
え
る
自
然
科
学
分
野
に
お

い
て
も
、
自
分
が
取
り
組
む
べ
き
課
題

を
見
つ
け
ら
れ
る
し
、
科
学
者
・
技
術

者
と
し
て
ひ
と
り
立
ち
で
き
る
と
思
い

ま
す
。
基
礎
研
究
に
限
ら
ず
、
常
に
時

間
と
空
間
を
超
え
た
普
遍
性
を
目
指
す

思
い
を
も
っ
て
取
り
組
む
こ
と
も
大
切

で
す
ね
。
ま
た
、
親
御
さ
ん
や
我
々
の

よ
う
な
年
長
者
は
、
子
ど
も
や
若
者
た

ち
の
好
奇
心
を
ど
の
よ
う
に
涵か

ん
よ
う養
し
て

い
く
か
に
心
を
砕
き
な
が
ら
、
見
守
っ

て
い
く
こ
と
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

森
本　

ま
っ
た
く
も
っ
て
同
感
で
す
。

本
日
は
、
宇
宙
開
発
の
お
話
を
通
じ
て
、

基
礎
の
大
切
な
こ
と
、
好
奇
心
を
持
ち

続
け
る
こ
と
、
そ
れ
が
ひ
い
て
は
我
が

国
の
発
展
や
人
類
の
進
歩
に
つ
な
が
っ

て
い
く
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
ま
し

た
。
月
や
火
星
に
安
全
に
旅
行
で
き
る

日
が
い
つ
の
日
か
遠
か
ら
ず
来
る
こ
と

を
願
っ
て
い
ま
す
。
大
変
興
味
深
い
お

話
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

宇
宙
で
の
国
際
競
争
を

生
き
抜
く
た
め
に

好
奇
心
を
持
つ
こ
と
、

持
た
せ
る
こ
と

H  

Ⅱ
A
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◆
日
本
銀
行
決
済
機
構
局
の
仕
事

13

私
た
ち
の
生
活
に
不
可
欠
な 

「
決
済
シ
ス
テ
ム
」

　

そ
も
そ
も
「
決
済
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
日
本

銀
行
は「
決
済
」に
ど
う
取
り
組
ん
で
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。
決
済
シ
ス
テ
ム
課
総
務
グ
ル
ー
プ
長
の
伊
藤

真
さ
ん
が
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
「『
決
済
』
と
は
、
例
え
ば
お
金
の
支
払
い
と
モ
ノ

の
受
け
渡
し
を
行
い
、
取
引
を
完
了
さ
せ
る
こ
と
で

す
。
決
済
は
、
経
済
取
引
に
伴
い
さ
ま
ざ
ま
な
主
体

の
間
で
生
じ
ま
す
が
、
日
銀
は
、
金
融
機
関
が
日
銀

に
開
設
し
た
当
座
預
金
口
座
や
国
債
の
口
座
の
間

で
、
金
融
機
関
の
お
金
や
国
債
の
決
済
を
行
っ
て
い

ま
す
。
こ
う
し
た
日
銀
が
行
う
決
済
に
は
、『
日
本

銀
行
金
融
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
』
─
通
称
『
日

銀
ネ
ッ
ト
』
─
と
い
う
オ
ン
ラ
イ
ン
・
シ
ス
テ
ム

が
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
モ
ノ
を
買
っ
て

銀
行
振
込
で
支
払
い
を
し
よ
う
と
す
る
と
、
モ
ノ
を

買
っ
た
人
と
売
っ
た
人
が
利
用
す
る
銀
行
が
異
な
る

場
合
、
銀
行
間
で
の
お
金
の
決
済
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
銀
行
間
の
決
済
は
、『
全
国
銀
行
デ
ー
タ
通
信

シ
ス
テ
ム
（
全
銀
シ
ス
テ
ム
）』
等
を
経
由
し
た
後
、

最
終
的
に
は
日
銀
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

銀
行
が
日
銀
に
持
っ
て
い
る
当
座
預
金
口
座
間
の
お

金
を
振
り
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
す
。
そ

の
意
味
で
、
日
銀
ネ
ッ
ト
は
、
我
が
国
の
決
済
シ
ス

テ
ム
に
お
け
る
基
幹
シ
ス
テ
ム
と
言
え
ま
す
」

　

こ
の
よ
う
に
、
日
銀
は
、
国
民
経
済
に
深
く
関
わ

る
重
要
な
社
会
イ
ン
フ
ラ
を
運
営
し
て
い
る
の
で
す
。

　

で
は
、
日
銀
ネ
ッ
ト
を
運
営
す
る
日
銀
に
お
い

て
、
決
済
機
構
局
と
は
何
を
す
る
組
織
な
の
で
し
ょ

う
か
。
伊
藤
さ
ん
の
話
が
続
き
ま
す
。 

　
「
決
済
機
構
局
は
、
決
済
シ
ス
テ
ム
全
体
を
眺
め

な
が
ら
、
決
済
に
関
し
て
二
つ
の
こ
と
を
目
指
し

て
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、『
決
済
サ
ー

ビ
ス
の
高
度
化
』
で
す
。
こ
れ
は
、
金
融
機
関
、
企

　
決
済
機
構
局
は
、
決
済
シ
ス
テ
ム
の
整
備
、
業
務
継
続
体
制
の
充
実
等
を
図
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
部
署

で
す
。
職
員
数
は
、
約
四
〇
名
。
日
本
銀
行
に
は
、
金
融
機
関
の
お
金
の
決
済
が
安
全
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
す
る
使
命
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
使
命
の
下
、
国
民
経
済
を
支
え
る
決
済
シ
ス
テ
ム
お
よ

び
決
済
サ
ー
ビ
ス
の
高
度
化
な
ど
に
つ
い
て
、
決
済
機
構
局
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
行
っ
て

い
る
の
か
、
そ
の
業
務
内
容
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

業
や
個
人
に
よ
る
円

や
国
債
に
関
わ
る
決
済

を
、
国
内
外
を
問
わ
ず
、

も
っ
と
便
利
で
ス
ム
ー
ズ

に
行
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と

で
す
。
も
う
一
つ
は
、『
決
済

シ
ス
テ
ム
の
安
全
性
確
保
』、
す
な
わ
ち
、
決
済
が

確
実
に
行
わ
れ
、
よ
り
安
心
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
す
。
い
ず
れ
も
、
決
済

の
仕
組
み
作
り
や
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
を

見
つ
め
直
す
こ
と
で
実
現
さ
れ
て
い
く
も
の
だ
と
思

い
ま
す
」

決
済
サ
ー
ビ
ス
の
高
度
化
① 

大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

「
新
日
銀
ネ
ッ
ト
」の
構
築

　

日
本
に
お
け
る
決
済
の
基
幹
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
日

銀
ネ
ッ
ト
は
、
一
九
八
八
年
の
稼
動
開
始
以
来
、
大
き

な
シ
ス
テ
ム
障
害
を
起
こ
さ
ず
安
定
的
に
稼
動
し
て
い

ま
す
。
こ
の
間
、
金
融
取
引
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
情
報

処
理
技
術
が
進
展
し
、
国
境
を
ま
た
い
だ
決
済
シ
ス
テ

ム
の
結
び
付
き
も
強
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
日
銀

で
は
、
こ
う
し
た
状
況
変
化
に
対
応
し
た
新
し
い
日
銀

決
済
サ
ー
ビ
ス
の
高
度
化
・
決
済
シ
ス
テ
ム
の 

安
全
性
確
保
に
向
け
て

決済システムの安全性と効率性に関する国際基準
　（引用元：国際決済銀行・証券監督者国際機構）
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ネ
ッ
ト
（
新
日
銀
ネ
ッ
ト
）
を
構
築
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
じ
た
決
済
サ
ー
ビ
ス
の
高

度
化
に
つ
い
て
、
決
済
シ
ス
テ
ム
課
日
銀
ネ
ッ
ト
企
画

グ
ル
ー
プ
長
の
引ひ

く
馬ま

誠せ
い

也や

さ
ん
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ

て
く
れ
ま
し
た
。

　
「
新
日
銀
ネ
ッ
ト
は
、
最
新
の
情
報
処
理
技
術
を
採

用
す
る
と
同
時
に
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
変
化
に
柔
軟

に
対
応
で
き
る
シ
ス
テ
ム
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
稼

動
時
間
の
大
幅
な
拡
大
が
可
能
と
な
る
な
ど
、
ア
ク

セ
ス
利
便
性
が
向
上
し
ま
す
。
二
〇
一
五
年
に
全
面

稼
動
す
る
新
日
銀
ネ
ッ
ト
の
稼
動
時
間
に
つ
い
て

は
、
開
始
時
刻
を
八
時
半
に
早
め
る
と
同
時
に
、
決

済
を
十
九
時
ま
で
行
え
る
よ
う
に
し
ま
す
。
そ
し
て
、

二
〇
一
六
年
二
月
か
ら
は
、
稼
動
終
了
時
刻
を
二
十
一

時
ま
で
延
長
し
ま
す
。

　
稼
動
時
間
の
拡
大
で
、
欧
州
市
場
も
カ
バ
ー
で
き
る

の
で
、
国
境
を
越
え
た
円
や
日
本
国
債
の
決
済
が
よ

り
速
く
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
金
融
機
関
に
と
っ

て
は
、
取
引
し
た
円
や
日
本
国
債
を
よ
り
速
く
効
率

的
に
使
え
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

決
済
全
体
の
安
全
性
や
効
率
性
の
向
上
に
も
大
き
く

貢
献
し
、
ま
た
、
円
や
日
本
国
債
に
か
か
る
国
内
外

の
取
引
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
」

　
ま
た
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進
に
は
「
総
合
力
」
が

必
要
だ
と
引
馬
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

　
「
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
の
で
、
日
銀
内
の
さ
ま
ざ

ま
な
部
署
は
も
ち
ろ
ん
、
新
日
銀
ネ
ッ
ト
に
合
わ
せ
て

シ
ス
テ
ム
や
事
務
フ
ロ
ー
を
変
更
す
る
こ
と
に
な
る
金

さ
ん
で
す
。

　
「
ア
ジ
ア
域
内
で
は
、
金
融
市
場
の
開
放
度
合
い
・

慣
行
、
決
済
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
水
準

等
が
国
ご
と
に
異
な
り
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
、
決

済
シ
ス
テ
ム
の
相
互
接
続
を
実
現
す
る
に
は
非
常
に

難
し
い
面
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
多
く
の
日
本
企

業
の
海
外
進
出
に
伴
い
、
域
内
で
の
円
滑
で
安
全
な

決
済
を
求
め
る
声
は
確
実
に
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
多

様
な
文
化
・
社
会
を
背
景
に
持
つ
人
々
と
真
摯
か
つ

粘
り
強
く
話
し
合
い
な
が
ら
、
ア
ジ
ア
各
国
の
決
済

シ
ス
テ
ム
の
相
互
接
続
を
通
じ
て
、
こ
の
地
域
の
経

済
発
展
を
決
済
の
側
面
か
ら
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
」

決
済
サ
ー
ビ
ス
の
高
度
化
③ 

リ
テ
ー
ル
決
済
の
利
便
性
向
上
に
向
け
て

　
「
日
銀
は
、『
銀
行
の
銀
行
』
と
し
て
、
金
融
機
関

に
決
済
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
金
融
機
関

は
、
個
人
や
企
業
、
他
の
金
融
機
関
に
対
し
て
決
済

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
そ
の
最
終
的
な
決
済
を
日
銀

ネ
ッ
ト
で
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
金
融
機
関
が
国
民

に
ど
の
よ
う
な
決
済
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
か

を
知
る
こ
と
は
、
日
銀
に
と
っ
て
も
決
済
シ
ス
テ
ム

全
体
の
利
便
性
や
効
率
性
、
安
全
性
を
考
え
る
上
で

重
要
で
す
。
金
融
機
関
が
提
供
す
る
決
済
サ
ー
ビ
ス

に
は
、金
融
機
関
同
士
の
大
口
の
取
引
だ
け
で
な
く
、

個
人
な
ど
の
比
較
的
金
額
が
小
さ
な
決
済
─
リ
テ
ー

ル
決
済
─
も
含
ま
れ
ま
す
」
と
語
る
の
は
、
決
済
シ

ス
テ
ム
課
リ
テ
ー
ル
決
済
シ
ス
テ
ム
グ
ル
ー
プ
企
画

融
機
関
と
の
綿
密
な
連
携
が
必
要
で
す
。
ま
さ
に
さ
ま

ざ
ま
な
関
係
者
と
力
を
合
わ
せ
て
い
く
『
総
合
力
』
が

必
要
な
仕
事
で
、
と
て
も
や
り
が
い
が
あ
り
ま
す
」

　
日
銀
ネ
ッ
ト
は
、
こ
の
構
築
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
じ

て
、
よ
り
便
利
か
つ
安
全
な
も
の
に
進
化
し
続
け
て
い

く
の
で
す
。

決
済
サ
ー
ビ
ス
の
高
度
化
② 

決
済
の
分
野
で
の
ア
ジ
ア
諸
国
と
の 

連
携
を
目
指
し
て

　

日
本
企
業
が
ア
ジ
ア
各
国
に
進
出
し
、
現
地
通
貨

を
調
達
す
る
必
要
性
が
高
ま
る
中
、
決
済
機
構
局
で

は
、
決
済
の
分
野
で
こ
う
し
た
国
々
と
の
連
携
に
も

力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
の
金
融
機
関
は
、
現
状
、
日
本
円
と
現
地
通

貨
を
交
換
し
よ
う
と
す
る
と
、
米
ド
ル
等
へ
の
交
換

を
挟
む
こ
と
と
な
り
、
費
用
が
か
さ
み
ま
す
。
こ
の

た
め
、
日
本
の
金
融
機
関
が
持
っ
て
い
る
日
本
国
債

を
担
保
に
、
直
接
、
現
地
通
貨
を
調
達
す
る
と
い
っ

た
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
ア
ジ
ア
各
国
で
も
他
国
債
券
へ
の
取
引
ニ
ー

ズ
が
高
ま
っ
て
い
る
中
、
ア
ジ
ア
域
内
で
各
国
の
証

券
や
資
金
の
取
引
を
迅
速
か
つ
安
全
に
行
う
た
め
に
、

ア
ジ
ア
各
国
の
決
済
シ
ス
テ
ム
を
相
互
に
接
続
し
、

お
金
と
証
券
の
受
け
渡
し
を
同
時
に
行
う
こ
と
を
可

能
と
す
る
仕
組
み
の
構
築
が
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
一
〇
カ

国
お
よ
び
日
本
・
中
国
・
韓
国
の
間
で
議
論
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
議
論
に
参
加
し
て
い
る
の
が
、
決
済

シ
ス
テ
ム
課
証
券
決
済
グ
ル
ー
プ
企
画
役
の
横
谷
彰
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役
の
櫻
井
亮
介
さ
ん
。

　

リ
テ
ー
ル
決
済
の
中
に
は
、
私
た
ち
の
生
活
に
身

近
な
銀
行
振
込
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
銀
行
振
込
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
を
提
供
す
る
金
融
機
関
や
、
全
国
銀

行
協
会
（
全
銀
協
）、
全
国
銀
行
資
金
決
済
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
（
全
銀
ネ
ッ
ト
）
が
、
利
便
性
向
上
に
向
け

た
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
国
内
の

銀
行
振
込
等
の
決
済
を
集
中
的
に
処
理
す
る
「
全
銀

シ
ス
テ
ム
」
の
稼
動
時
間
（
現
状
は
平
日
の
朝
八
時

半
か
ら
午
後
三
時
半
）
を
、
平
日
の
夕
方
以
降
や
土

日
祝
日
も
含
め
、
拡
大
す
る
こ
と
に
つ
い
て
議
論
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
銀
行
振
込
を
行
う
際

に
よ
り
多
く
の
商
取
引
情
報
を
添
付
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。
入
金
を
受
け
た

企
業
等
は
、
添
付
さ
れ
た
情
報
を
見
れ
ば
、
そ
の
入

金
が
ど
の
商
取
引
に
よ
る
も
の
な
の
か
が
容
易
に
分

か
る
の
で
、
経
理
事
務
を
シ
ス
テ
ム
処
理
化
す
る
な

ど
、生
産
性
の
向
上
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

諸
外
国
に
目
を
向
け
る
と
、
英
国
や
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
で
は
、
個
人
の
振
込
を
二
四
時
間
三
六
五
日
、
ほ

ぼ
即
時
に
無
料
で
相
手
口
座
に
入
金
す
る
サ
ー
ビ
ス

が
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、ユ
ー
ロ
圏
や
英
国
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
銀
行
振
込
に
一
四
〇
字
の
付
記

情
報
を
書
き
込
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
国
際
的
な
議
論
の
場
で
は
、『
中
央
銀
行
に
は
変

化
の
触
媒
と
し
て
の
役
割
が
あ
る
』と
言
わ
れ
ま
す
。

金
融
機
関
に
と
っ
て
、
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に

は
シ
ス
テ
ム
の
見
直
し
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が

伴
い
ま
す
が
、
日
銀
と
し
て
も
海
外
の
事
例
や
利
用

融
機
関
は
、
国
債
や
お
金
が
約
束
通
り
に
受
け
取
れ

る
こ
と
を
前
提
に
、
次
の
取
引
を
行
い
ま
す
が
、
そ

の
連
鎖
が
ど
こ
か
で
途
切
れ
る
と
、
そ
の
影
響
は
決

済
全
体
に
瞬
く
間
に
広
ま
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。

　

そ
こ
で
、
日
本
国
債
の
取
引
の
約
定
か
ら
決
済
ま

で
の
期
間
を
短
く
し
て
、
お
金
や
モ
ノ
を
受
け
取
れ

な
い
リ
ス
ク
を
小
さ
く
す
る
こ
と
が
有
効
で
す
。
こ

う
し
た
取
り
組
み
は
、
国
債
市
場
の
効
率
性
向
上
に

も
つ
な
が
る
の
で
、
海
外
の
市
場
と
の
競
争
に
も
有

利
に
働
き
ま
す
。

　
「
市
場
全
体
の
仕
組
み
や
慣
行
を
変
え
る
に
は
、

市
場
参
加
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
取
引
動
機
や
対
応
コ
ス

ト
の
違
い
に
耳
を
傾
け
、
意
識
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め

な
く
て
は
う
ま
く
進
み
ま
せ
ん
。
ま
た
、
推
進
す
る

側
に
市
場
取
引
の
実
務
に
関
す
る
幅
広
い
知
見
が
求

め
ら
れ
ま
す
。
日
銀
は
、
中
立
的
な
立
場
で
市
場
全

体
を
見
渡
し
、
参
加
者
が
課
題
克
服
に
向
け
て
積
極

的
に
取
り
組
ん
で
い
け
る
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。

市
場
参
加
者
の
経
験
と
知
恵
を
借
り
な
が
ら
、
よ
り

安
全
か
つ
効
率
的
な
も
の
を
構
築
し
て
い
き
た
い
で

す
」
と
清
水
さ
ん
は
抱
負
を
語
り
ま
す
。

決
済
シ
ス
テ
ム
の
安
全
性
確
保
② 

安
全
性
と
効
率
性
向
上
に
向
け
た 

決
済
シ
ス
テ
ム
運
営
者
と
の
対
話

　

お
金
や
モ
ノ
の
決
済
シ
ス
テ
ム
に
は
、「
清
算
機

関
」
と
呼
ば
れ
る
決
済
シ
ス
テ
ム
が
あ
り
ま
す
。

　

清
算
機
関
は
、
そ
の
利
用
者
同
士
が
あ
る
金
融
商

者
の
ニ
ー
ズ
等
に
関
す
る
調
査
を
行
う
こ
と
な
ど
を

通
じ
、
金
融
機
関
等
の
取
り
組
み
を
支
援
で
き
れ
ば

と
考
え
て
い
ま
す
」
と
、
櫻
井
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

決
済
シ
ス
テ
ム
の
安
全
性
確
保
① 

決
済
リ
ス
ク
の
削
減
等
に
向
け
た 

市
場
参
加
者
の
取
り
組
み
の
支
援

　

日
銀
は
、
金
融
機
関
の
間
の
お
金
の
決
済
が
よ
り

円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
他
の
決
済
シ
ス
テ
ム
運
営

者
や
金
融
機
関
と
日
常
的
に
意
見
交
換
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

決
済
シ
ス
テ
ム
課
証
券
決
済
シ
ス
テ
ム
グ
ル
ー
プ

長
の
清
水
茂
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
語
り
ま
す
。

　
「
私
が
関
わ
っ
て
い
る
国
債
市
場
に
は
、
銀
行
、

証
券
会
社
、
投
資
信
託
会
社
、
生
命
保
険
会
社
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
参
加
者
が
い
ま
す
。
こ
う
し
た
参
加
者

は
、
国
債
を
大
量
か
つ
頻
繁
に
売
買
し
、
そ
の
代
金

の
決
済
は
、
金
融
機
関
を
通
じ
て
行
わ
れ
ま
す
。
こ

の
た
め
、
日
銀
で
も
、
国
債
市
場
の
参
加
者
の
ニ
ー

ズ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
決
済
シ
ス
テ
ム
が
よ
り
効
率
的

か
つ
安
全
に
な
る
方
策
を
共
に
考
え
、
そ
の
実
現
を

関
係
者
に
働
き
か
け
て
い
ま
す
」

　

そ
う
し
た
取
り
組
み
と
し
て
、
約
定
の
成
立
か
ら

二
営
業
日
後
と
し
て
い
る
日
本
国
債
の
決
済
慣
行
を

一
営
業
日
後
に
短
縮
す
る
計
画
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
約
定
か
ら
決
済
ま
で
の
期
間
が
長
く
な

れ
ば
長
く
な
る
ほ
ど
、
そ
の
間
に
取
引
相
手
が
破
綻

し
て
、
受
け
取
れ
る
は
ず
だ
っ
た
お
金
や
国
債
を
受

け
取
れ
な
い
リ
ス
ク
が
大
き
く
な
る
か
ら
で
す
。
金
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品
の
取
引
を
行
う
場
合
に
、
買
い

手
側
の
す
べ
て
の
利
用
者
に
と
っ

て
の
売
り
手
と
な
り
、
ま
た
、
売

り
手
側
の
す
べ
て
の
利
用
者
の
買

い
手
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し

ま
す
。
再
び
伊
藤
さ
ん
が
語
っ
て

く
れ
ま
し
た
。

　
「
二
〇
〇
八
年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ

ク
で
は
、
一
部
の
お
金
や
金
融
商

品
の
流
れ
が
滞
り
、
世
界
的
な
金

融
危
機
が
発
生
し
ま
し
た
。
こ
の

経
験
を
踏
ま
え
、
金
融
取
引
の
一

部
に
清
算
機
関
の
利
用
を
求
め
る

国
際
合
意
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
清
算
機
関
を
利
用
す

れ
ば
、
取
引
相
手
が
破
綻
し
て
も
、
当
初
の
予
定
通

り
に
お
金
や
モ
ノ
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
、
決
済

の
安
全
性
が
高
ま
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
取
引
相

手
の
破
綻
に
伴
う
リ
ス
ク
は
、
清
算
機
関
に
集
中
し

ま
す
。
こ
の
た
め
、
清
算
機
関
を
は
じ
め
、
決
済
シ

ス
テ
ム
全
般
の
安
全
性
の
確
保
に
関
心
が
集
ま
り
、

二
〇
一
二
年
、
決
済
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
意
見
交
換

を
行
う
国
際
的
な
組
織
で
あ
る
Ｂ
Ｉ
Ｓ
決
済
・
市
場

イ
ン
フ
ラ
委
員
会
は
、
証
券
監
督
者
国
際
機
構
代
表

理
事
会
と
共
に
、
決
済
シ
ス
テ
ム
の
安
全
性
と
効
率

性
に
関
す
る
国
際
基
準
を
公
表
し
ま
し
た
。

　

日
銀
が
運
営
す
る
日
銀
ネ
ッ
ト
や
他
の
主
体
が
運

営
す
る
株
式
・
社
債
等
の
決
済
シ
ス
テ
ム
も
こ
の
基

準
を
満
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。　

　

私
た
ち
の
仕
事
は
、
決
済
シ
ス
テ
ム
の
運
営
者
と

り
得
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
ケ
ー
ス
が
想
定
さ
れ
ま
す

が
、
日
銀
ネ
ッ
ト
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
用
意
し
た

り
、
一
般
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
交

通
機
関
が
運
休
し
て
も
業
務
遂
行
に
必
要
な
役
職
員

を
確
保
で
き
る
よ
う
一
定
数
の
役
職
員
を
営
業
所
近

隣
に
居
住
・
所
在
さ
せ
る
等
、
柔
軟
に
事
態
に
対
応

で
き
る
体
制
を
整
備
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
う
し

た
体
制
が
絵
に
描
い
た
餅
に
な
ら
な
い
よ
う
体
制
の

整
備
・
充
実
化
も
進
め
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
災

害
等
が
想
定
さ
れ
る
中
、
着
実
に
必
要
な
検
討
や
対

応
を
進
め
る
た
め
、
何
を
ど
う
い
う
方
法
や
順
番
で

点
検
・
検
討
し
て
い
く
の
か
を
方
針
設
定
し
、
行
内

各
部
署
で
目
線
を
そ
ろ
え
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
実
際
に
業
務
継
続
を
担
う
の
は
『
人
』
で
す
の

で
、
訓
練
や
研
修
も
し
っ
か
り
行
っ
て
い
ま
す
」

　

有
事
に
際
し
て
日
銀
で
は
、
総
裁
を
本
部
長
、
業

務
継
続
企
画
課
を
事
務
局
と
す
る
災
害
対
策
本
部
を

設
置
し
て
対
応
し
ま
す
。

　
「
災
害
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
形
で
現
れ
る
か
分

か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
デ
ス
ク
ワ
ー
ク
の
検
討

等
だ
け
で
な
く
、
常
日
頃
か
ら
、『
万
が
一
』
に
備

え
て
い
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
は
二
四
時

間
三
六
五
日
、
気
の
休
ま
ら
な
い
仕
事
で
す
。
け
れ

ど
も
、
世
の
中
に
役
立
つ
と
い
う
気
概
で
私
も
含
め

役
職
員
皆
、
日
々
頑
張
っ
て
い
ま
す
」
と
内
海
さ
ん

は
力
強
く
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

決
済
機
構
局
は
、
決
済
を
巡
る
時
代
の
変
化
や
有

事
に
対
し
て
柔
軟
に
対
応
し
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
を

し
っ
か
り
と
支
え
て
く
れ
る
存
在
な
の
で
す
。

対
話
を
重
ね
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
恵
を
出
し
合
う
こ
と

で
す
。
そ
う
し
た
中
で
、
利
便
性
・
効
率
性
を
損
な

わ
ず
、
国
際
基
準
を
満
た
し
た
決
済
シ
ス
テ
ム
を
実

現
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
」

　

万
が
一
、
日
本
の
決
済
シ
ス
テ
ム
に
ほ
こ
ろ
び
が

あ
れ
ば
、国
内
だ
け
で
な
く
他
国
に
も
影
響
し
ま
す
。

そ
の
点
に
つ
い
て
伊
藤
さ
ん
は
、「
緊
張
感
の
あ
る
仕

事
で
す
が
、
や
り
が
い
を
感
じ
ま
す
」
と
語
り
ま
す
。

決
済
シ
ス
テ
ム
の
安
全
性
確
保
③ 

災
害
な
ど
非
常
時
で
あ
っ
て
も 

決
済
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
続
け
る
た
め
に

　

災
害
等
に
よ
り
、
決
済
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
支
障

が
生
じ
た
り
、
決
済
に
必
要
な
現
金
の
供
給
や
金
融

市
場
へ
の
資
金
供
給
等
が
滞
っ
た
り
し
た
場
合
に

は
、
金
融
・
経
済
に
重
大
な
影
響
が
及
び
か
ね
ま
せ

ん
。
こ
の
た
め
、
日
銀
で
は
、
災
害
時
で
も
重
要
な

金
融
・
決
済
に
関
す
る
業
務
を
継
続
で
き
る
よ
う
体

制
を
整
備
し
て
い
ま
す
。ま
た
、政
府
の
被
災
想
定

等
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
り
、行
内
の
各
部
署
、政
府

や
金
融
機
関
等
と
の
意
見
交
換
や
各
種
訓
練
等
を
通

じ
、
日
頃
か
ら
業
務
継
続
体
制
を
点
検
し
必
要
な
手

当
て
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
の

牽
引
役
で
あ
る
業
務
継
続
企
画
課
の
企
画
役
の
内
海

和
正
さ
ん
が
日
銀
の
業
務
継
続
体
制
に
つ
い
て
話
し

て
く
れ
ま
し
た
。

　
「
災
害
に
は
地
震
の
ほ
か
台
風
や
豪
雨
、
感
染
症

の
発
生
等
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
り
ま
す
。
平
日
の

日
中
だ
け
で
な
く
夜
間
・
休
日
に
起
こ
る
こ
と
も
あ

災害対策本部運営訓練の様子
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　日本銀行は、4 月および 10 月の政策委員会・金融政策決定会合において、先行きの経済・物価見
通しや上振れ・下振れ要因を詳しく点検し、そのもとでの金融政策運営の考え方を整理した「経済・
物価情勢の展望」（展望レポート）を決定し、公表しています。本稿では、2014 年 10 月の展望レポー
ト（基本的見解は 10 月 31 日公表、背景説明を含む全文は 11 月 1 日公表）のポイントを解説します。
＊全文は日本銀行ホームページに掲載されています。http://www.boj.or.jp/mopo/outlook/index.htm/

展
望
レ
ポ
ー
ト
の
ポ
イ
ン
ト

二
〇
一
四
～
二
〇
一
六
年
度
の 

中
心
的
な
見
通
し
（
図
表
１
・
２
・
3
）

【
景
気
】

　

国
内
需
要
が
堅
調
さ
を
維
持
す
る
中

で
、
輸
出
も
緩
や
か
な
増
加
に
向
か
っ
て

い
く
と
見
込
ま
れ
、
家
計
部
門
、
企
業
部

門
と
も
に
所
得
か
ら
支
出
へ
の
前
向
き
の

循
環
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
持
続
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
た
め
、
わ
が
国
経
済
は
、
消

費
税
率
引
き
上
げ
に
伴
う
駆
け
込
み
需
要

と
そ
の
反
動
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
基

調
的
に
は
潜
在
成
長
率
を
上
回
る
成
長
を

続
け
る
と
予
想
さ
れ
る
。

【
物
価
】

　

消
費
者
物
価
の
前
年
比
（
消
費
税
率
引

き
上
げ
の
直
接
的
な
影
響
を
除
く
ベ
ー

ス
）
の
先
行
き
を
展
望
す
る
と
、
当
面
現

状
程
度
の
プ
ラ
ス
幅
で
推
移
し
た
あ
と
、

次
第
に
上
昇
率
を
高
め
、
見
通
し
期
間
の

中
盤
頃
、
す
な
わ
ち
二
〇
一
五
年
度
を
中

心
と
す
る
期
間
に
、「
物
価
安
定
の
目
標
」

で
あ
る
二
％
程
度
に
達
す
る
可
能
性
が
高

い
。
そ
の
後
は
、
中
長
期
的
な
予
想
物
価

上
昇
率
が
二
％
程
度
に
向
け
て
収し

ゅ
う
れ
ん斂
し
て

い
く
も
と
で
、
マ
ク
ロ
的
な
需
給
バ
ラ
ン

ス
は
プ
ラ
ス
幅
の
拡
大
を
続
け
る
こ
と
か

ら
、強
含
ん
で
推
移
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
〇
一
四
～
二
〇
一
六
年
度
の

中
心
的
な
見
通
し
の
前
提

【
景
気
】

①  

日
本
銀
行
が
今
般
拡
大
し
た
「
量
的
・

質
的
金
融
緩
和
」（
図
表
4
）
を
着
実

に
推
進
し
て
い
く
中
で
、
金
融
環
境

の
緩
和
度
合
い
は
一
段
と
強
ま
っ
て

い
く
。

②  

海
外
経
済
に
つ
い
て
は
、
先
進
国
が

堅
調
な
景
気
回
復
を
続
け
、
そ
の
好

影
響
が
新
興
国
に
も
徐
々
に
波
及
す

る
中
で
、
緩
や
か
に
成
長
率
を
高
め

て
い
く
。

③  

公
共
投
資
は
、
経
済
対
策
の
押
し
上

げ
効
果
か
ら
高
水
準
で
推
移
し
て
き

た
が
、
本
年
度
下
期
中
に
は
緩
や
か

な
減
少
傾
向
に
転
じ
て
い
く
。

「
経
済
・
物
価
情
勢
の
展
望
」（
展
望
レ
ポ
ー
ト
）

二
〇
一
四
年
十
月
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　2014 ～ 2016 年度の中心的な見通し
【景気】

　消費税率引き上げに伴う駆け込み需要とその反動の影響を受けつつも、基調的には潜在成
長率を上回る成長を続けると予想される。

【物価】
　消費者物価の前年比（消費税率引き上げの直接的な影響を除くベース）は、当面現状程度
のプラス幅で推移したあと、次第に上昇率を高め、見通し期間の中盤頃、すなわち 2015 年
度を中心とする期間に２％程度に達する可能性が高い。その後、これを安定的に持続する成
長経路へと移行していくとみられる。

図表 1  展望レポートのポイント

（注 1） 今回の見通しでは、消費税率について、既
に実施済みの８％への引き上げに加え、
2015 年 10 月に 10％に引き上げられるこ
とを前提としているが、各政策委員は、消
費税率引き上げの直接的な影響を除いた消
費者物価の見通し計数を作成している。

（注 2） 消費税率引き上げの直接的な影響を含む消
費者物価の見通しは、税率引き上げが現行
の課税品目すべてにフル転嫁されることを
前提に、物価の押し上げ寄与を機械的に計
算したうえで（2014年度：＋2.0％ポイント、
2015 年度：＋ 0.7％ポイント、2016 年度：
＋ 0.7％ポイント）、これを上記の政策委員
の見通しに足し上げたものである。

図表 2　政策委員見通しの中央値（対前年度比、％）

実質ＧＤＰ  消費者物価指数
（除く生鮮食品） 消費税率引き上げの

影響を除くケース

2014 年度 ＋ 0.5 ＋ 3.2 ＋ 1.2

　（7 月時点の見通し） （＋ 1.0） （＋ 3.3） （＋ 1.3）

2015 年度 ＋ 1.5 ＋ 2.4 ＋ 1.7

　（7 月時点の見通し） （＋ 1.5） （＋ 2.6） （＋ 1.9）

2016 年度 ＋ 1.2 ＋ 2.8 ＋ 2.1

　（７月時点の見通し） （＋ 1.3） （＋ 2.8） （＋ 2.1）

図表３　政策委員の見通し分布チャート
（１）実質ＧＤＰ
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（注１） 上記の見通し分布は、各政策委員の示した確率分布の集計値（リスク・バランス・チャ
ート）について、①上位10％と下位10％を控除したうえで、②下記の分類に従って色分
けしたもの。なお、リスク・バランス・チャートの作成手順については、2008年４月の
「経済・物価情勢の展望」ＢＯＸを参照。
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「経済 物価情勢の展望」ＢＯＸを参照。

（注２） 棒グラフ内の○は政策委員の見通しの中央値を表す。また、縦線は政策委員の大勢見通
しを表す。

（注３） 消費者物価指数（除く生鮮食品）は、消費税率引き上げの直接的な影響を除いたベース。

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

（前年比、％）

年度

実績値

（前年比、％）

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

（前年比、％）

年度

実績値

（前年比、％）

上位40％～下位40％
上位30％～40％
下位30％～40％

上位20％～30％
下位20％～30％

上位10％～20％
下位10％～20％
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ンス・チャートの作成手順については、2008 年４月の「経済・物価情勢の展望」BOX を参照。

（注２）  棒グラフ内の○は政策委員の見通しの中央値を表す。また、縦線は政策委員の大勢見通しを表す。
（注３）  消費者物価指数（除く生鮮食品）は、消費税率引き上げの直接的な影響を除いたベース。
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「経済・物価情勢の展望」ＢＯＸを参照。
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（注３） 消費者物価指数（除く生鮮食品）は、消費税率引き上げの直接的な影響を除いたベース。
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けしたもの。なお、リスク・バランス・チャートの作成手順については、2008年４月の
「経済・物価情勢の展望」ＢＯＸを参照。
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しを表す。

（注３） 消費者物価指数（除く生鮮食品）は、消費税率引き上げの直接的な影響を除いたベース。
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図表 3　政策委員の見通し分布チャート

（1）実質 GDP （2）消費者物価指数（除く生鮮食品）

実績値
実績値
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図表 4「量的・質的金融緩和」の拡大（2014年10月31日決定）

図表 4-1「量的・質的金融緩和」の拡大のポイント

図表 4-2  「量的・質的金融緩和」の拡大の考え方

●�わが国経済は、基調的には緩やかな回復を続けており、先行きも潜在成長率
を上回る成長を続けると予想される。

●�ただし、物価面では、このところ、消費税率引き上げ後の需要面での弱めの
動きや原油価格の大幅な下落が、物価の下押し要因として働いている。

●�このうち、需要の一時的な弱さはすでに和らぎはじめているほか、原油価格
の下落は、やや長い目でみれば経済活動に好影響を与え、物価を押し上げる
方向に作用する。

●�しかし、短期的とはいえ、現在の物価下押し圧力が残存する場合、これまで
着実に進んできたデフレマインドの転換が遅延するリスクがある。

●�日本銀行としては、こうしたリスクの顕現化を未然に防ぎ、好転している期
待形成のモメンタムを維持するため、ここで、「量的・質的金融緩和」を拡大
することが適当と判断した。

マネタリーベースの年間増加ペースを「60 ～ 70 兆円」から「80兆円」に拡大

長期国債の保有残高の年間増加額を「80 兆円」に「＋30兆円」
長期国債買入れの平均残存期間を「７～ 10 年」に「＋３年」
ＥＴＦ、Ｊ－ＲＥＩＴの買入れペースを「３倍」

これまで着実に進んできたデフレマインドの転換が遅延するリスクを未然に防ぎ、

好転している期待形成のモメンタムを維持
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④  

政
府
に
よ
る
規
制
・
制
度
改
革
な
ど

の
成
長
戦
略
の
推
進
や
、
そ
の
も
と

で
の
女
性
や
高
齢
者
に
よ
る
労
働
参

加
の
高
ま
り
、
企
業
に
よ
る
生
産
性

向
上
に
向
け
た
取
り
組
み
と
内
外
需

要
の
掘
り
起
こ
し
な
ど
も
あ
っ
て
、

企
業
や
家
計
の
中
長
期
的
な
成
長
期

待
や
潜
在
成
長
率
は
、
緩
や
か
に
高

ま
っ
て
い
く
。

【
物
価
】

①  

労
働
や
設
備
の
稼
働
状
況
を
表
す
マ

ク
ロ
的
な
需
給
バ
ラ
ン
ス
は
、
消
費

税
率
引
き
上
げ
に
伴
う
駆
け
込
み
需

要
と
そ
の
反
動
の
影
響
を
受
け
つ
つ

も
、
雇
用
誘
発
効
果
の
大
き
い
国
内

需
要
の
堅
調
さ
が
雇
用
の
増
加
を
も

た
ら
す
も
と
で
、
労
働
面
を
中
心
に

着
実
に
改
善
傾
向
を
続
け
て
い
る
。

②  

中
長
期
的
な
予
想
物
価
上
昇
率
に
つ

い
て
は
、
や
や
長
い
目
で
み
れ
ば
、

全
体
と
し
て
上
昇
し
て
い
る
と
み
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
予
想
物
価
上
昇
率

の
動
き
は
、
実
際
の
賃
金
・
物
価
形

成
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

③  

輸
入
物
価
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
の

と
こ
ろ
の
為
替
相
場
の
動
き
は
、
消

費
者
物
価
の
押
し
上
げ
要
因
と
し
て

作
用
す
る
一
方
、
原
油
価
格
を
は
じ

め
と
す
る
国
際
商
品
市
況
の
下
落
は
、

当
面
物
価
の
下
押
し
圧
力
と
な
る
。

見
通
し
の
上
振
れ
・
下
振
れ
要
因

【
景
気
】

① 

輸
出
動
向

② 

消
費
税
率
引
き
上
げ
の
影
響

③  

企
業
や
家
計
の
中
長
期
的
な
成
長
期

待
④ 

財
政
の
中
長
期
的
な
持
続
可
能
性

【
物
価
】

①   

企
業
や
家
計
の
中
長
期
的
な
予
想
物

価
上
昇
率
の
動
向

② 

マ
ク
ロ
的
な
需
給
バ
ラ
ン
ス

③   

物
価
上
昇
率
の
マ
ク
ロ
的
な
需
給
バ

ラ
ン
ス
に
対
す
る
感
応
度

④  

輸
入
物
価
の
動
向

二
つ
の
「
柱
」
に
よ
る
点
検

　
「
物
価
安
定
の
目
標
」
の
も
と
で
、
二

つ
の
「
柱
」
に
よ
り
経
済
・
物
価
情
勢
を

点
検
す
る
（
注
）。

　

第
一
の
柱
、
す
な
わ
ち
中
心
的
な
見
通

し
に
つ
い
て
点
検
す
る
と
、
わ
が
国
経
済

は
、
見
通
し
期
間
の
中
盤
頃
、
す
な
わ
ち

二
〇
一
五
年
度
を
中
心
と
す
る
期
間
に

二
％
程
度
の
物
価
上
昇
率
を
実
現
し
、
そ

の
後
次
第
に
、
こ
れ
を
安
定
的
に
持
続
す

当
面
の
金
融
政
策
運
営
に
関
す
る
考
え
方

（
注 

）「
物
価
安
定
の
目
標
」
の
も
と
で
の
二
つ
の

「
柱
」
に
よ
る
点
検
に
つ
い
て
は
、
日
本
銀
行

「
金
融
政
策
運
営
の
枠
組
み
の
も
と
で
の
『
物

価
安
定
の
目
標
』
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
三
年

一
月
二
十
二
日
）
参
照
。

る
成
長
経
路
へ
と
移
行
し
て
い
く
可
能
性

が
高
い
と
判
断
さ
れ
る
。

　

第
二
の
柱
、
す
な
わ
ち
金
融
政
策
運
営

の
観
点
か
ら
重
視
す
べ
き
リ
ス
ク
に
つ
い

て
点
検
す
る
と
、
中
心
的
な
経
済
の
見
通

し
に
つ
い
て
は
、
輸
出
の
動
向
や
消
費
税

率
引
き
上
げ
の
影
響
な
ど
不
確
実
性
は
大

き
い
も
の
の
、
リ
ス
ク
は
上
下
に
バ
ラ
ン

ス
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。
物
価
の
中

心
的
な
見
通
し
に
つ
い
て
は
、
中
長
期
的

な
予
想
物
価
上
昇
率
の
動
向
な
ど
を
巡
っ

て
不
確
実
性
は
大
き
く
、
下
振
れ
リ
ス
ク

が
大
き
い
。
よ
り
長
期
的
な
視
点
か
ら
金

融
面
の
不
均
衡
に
つ
い
て
点
検
す
る
と
、

現
時
点
で
は
、
資
産
市
場
や
金
融
機
関
行

動
に
お
い
て
過
度
な
期
待
の
強
気
化
を
示

す
動
き
は
観
察
さ
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、

政
府
債
務
残
高
が
累
増
す
る
中
で
、
金
融

機
関
の
国
債
保
有
残
高
は
、
漸ぜ
ん
げ
ん減

傾
向
が

続
い
て
い
る
が
、
な
お
高
水
準
で
あ
る
点

に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

金
融
政
策
運
営

　
「
量
的
・
質
的
金
融
緩
和
」
は
所
期
の

効
果
を
発
揮
し
て
お
り
、
今
後
と
も
、
日

本
銀
行
は
、二
％
の
「
物
価
安
定
の
目
標
」

の
実
現
を
目
指
し
、
こ
れ
を
安
定
的
に
持

続
す
る
た
め
に
必
要
な
時
点
ま
で
、「
量

的
・
質
的
金
融
緩
和
」
を
継
続
す
る
。
そ

の
際
、
経
済
・
物
価
情
勢
に
つ
い
て
上
下

双
方
向
の
リ
ス
ク
要
因
を
点
検
し
、
必
要

な
調
整
を
行
う
。
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日本銀行のレポートから

　

今
回
の
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
金
融
シ
ス
テ

ム
の
現
状
評
価
に
加
え
、「
将
来
に
わ
た

る
金
融
安
定
の
確
保
に
向
け
て
」と
し
て
、

将
来
の
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
・
機
能

度
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
要
因
を
整
理
し

た
う
え
で
、
金
融
機
関
の
経
営
課
題
や
日

本
銀
行
の
取
組
み
に
つ
い
て
記
述
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
金
融
機
関
に
内
在
す
る
リ

ス
ク
に
つ
い
て
も
、
各
リ
ス
ク
の
現
状
評

価
だ
け
で
な
く
、
金
融
機
関
が
リ
ス
ク
管

理
上
、
留
意
す
べ
き
点
を
記
述
し
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
金
融
資
本
市
場
か
ら
観
察

さ
れ
る
リ
ス
ク
に
つ
い
て
も
、
わ
が
国
の

市
場
に
加
え
、
国
際
金
融
資
本
市
場
に
関

す
る
分
析
を
充
実
さ
せ
て
い
ま
す
。

　

日
本
銀
行
は
、
わ
が
国
金
融
シ
ス
テ
ム

の
安
定
確
保
に
一
層
貢
献
し
て
い
く
方
針

で
あ
り
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
今
後
も

『
金
融
シ
ス
テ
ム
レ
ポ
ー
ト
』
の
充
実
に

今
回
の
特
徴

努
め
て
い
き
ま
す
。
本
稿
で
は
、
金
融
シ

ス
テ
ム
の
機
能
度
と
安
定
性
に
関
す
る
評

価
を
中
心
に
、
要
点
を
述
べ
た
い
と
思
い

ま
す
。
詳
し
く
は
、
レ
ポ
ー
ト
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　

わ
が
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
は
、
安
定
性

を
維
持
し
て
い
ま
す
。金
融
仲
介
活
動
は
、

よ
り
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。

金
融
シ
ス
テ
ム
の
機
能
度

　

金
融
機
関
は
、
引
き
続
き
、
国
内
外
で

貸
出
を
積
極
化
し
て
い
ま
す
。
国
内
で

は
、
相
対
的
に
信
用
力
の
低
い
企
業
へ
の

貸
出
に
も
取
り
組
む
な
ど
、
リ
ス
ク
を
取

る
方
向
で
の
業
務
運
営
を
指
向
し
て
い
ま

す
。
成
長
事
業
の
育
成
や
事
業
再
生
に
も

着
実
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
国
内
貸
出

は
、
幾
分
伸
び
を
高
め
て
お
り
、
徐
々
に

地
域・業
種
の
広
が
り
も
み
ら
れ
ま
す（
図

表
１
）。
こ
の
間
、
資
金
需
要
が
緩
や
か

な
増
加
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
映
じ

て
、貸
出
利
鞘
の
縮
小
が
続
い
て
い
ま
す
。

海
外
で
は
、
本
邦
企
業
の
国
際
展
開
の
支

援
等
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
海

外
貸
出
は
高
い
伸
び
を
続
け
て
い
ま
す

（
図
表
２
）。
有
価
証
券
投
資
で
は
、
高
水

準
の
円
債
残
高
を
維
持
し
つ
つ
投
資
信
託

等
を
積
み
増
す
な
ど
、
小
幅
な
が
ら
リ
ス

ク
・
テ
イ
ク
姿
勢
を
強
め
て
い
ま
す
（
図

表
３
）。
こ
の
間
、
金
融
資
本
市
場
を
通

じ
る
金
融
仲
介
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
・
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
が
引
き
続
き
高
水
準
で
推
移
す

る
な
ど
、
良
好
な
発
行
環
境
が
維
持
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
も
と
で
、
企
業
・

家
計
を
取
り
巻
く
金
融
環
境
は
、
よ
り
緩

和
的
に
な
っ
て
い
ま
す
。

金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性

　

以
上
の
よ
う
な
金
融
仲
介
活
動
に
お
い

  

金
融
シ
ス
テ
ム
の
総
合
評
価

　日本銀行は、わが国金融システムの安定性について包括的な分析・評価を示し、金融システムの安定確
保に向けて関係者とのコミュニケーションを深めることを目的に『金融システムレポート』を年 2回作成・
公表しています。『金融システムレポート』の分析結果については、金融システムの安定確保のための施策
立案や、考査・モニタリングを通じた個別金融機関への指導・助言に活用しています。また、国際的な規制・
監督の議論にも活かしています。金融政策においても、マクロ的な金融システムの安定性評価は、中長期
的な視点も含めた経済・物価動向のリスク評価を行ううえで重要な要素のひとつとなっています。
＊全文は日本銀行ホームページに掲載されています。http://www.boj.or.jp/research/brp/fsr/index.htm/

「
金
融
シ
ス
テ
ム
レ
ポ
ー
ト
」

二
〇
一
四
年
十
月
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経
済・金
融
の
シ
ョ
ッ
ク
の
背
景
、
程
度
、

速
さ
に
よ
っ
て
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安

定
性
に
影
響
が
及
ぶ
可
能
性
が
あ
る
点
に

は
留
意
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
資
金
流
動

性
に
つ
い
て
み
る
と
、
金
融
機
関
は
、
円

資
金
に
つ
い
て
十
分
な
資
金
流
動
性
を
有

し
て
い
ま
す
。
外
貨
資
金
は
市
場
調
達
の

比
重
が
高
い
調
達
構
造
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
調
達
の
長
期
化
等
の
取
組
み
か
ら
、

一
定
期
間
調
達
が
困
難
化
し
て
も
資
金
不

足
を
カ
バ
ー
で
き
る
流
動
性
を
確
保
し
て

い
ま
す
（
図
表
7
）。

将
来
に
わ
た
る
金
融
安
定
の
確
保
に
向
け
て

　

先
行
き
を
展
望
す
る
と
、
現
在
進
行
し

て
、
信
用
量
の
ト
レ
ン
ド
か
ら
の
大
幅
な

乖
離
な
ど
、
過
熱
を
示
す
動
き
は
み
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
（
図
表
4
）。
国
際
金
融
資

本
市
場
で
は
、
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
が
低
水

準
で
推
移
す
る
も
と
で
（
図
表
5
）、
リ

ス
ク
資
産
へ
の
資
金
流
入
や
リ
ス
ク
プ
レ

ミ
ア
ム
の
縮
小
を
伴
う
「
利
回
り
追
求
」

が
強
ま
り
ま
し
た
。
本
邦
市
場
で
も
、
総

じ
て
低
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
環
境
が
続
く
も

と
で
長
期
金
利
は
低
水
準
で
推
移
し
、
株

式
市
場
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
市
場
も
堅
調
に
推

移
し
ま
し
た
が
、
過
度
な
期
待
の
強
気
化

等
は
窺
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

金
融
機
関
は
、
全
体
と
し
て
み
る
と
、

充
実
し
た
資
本
基
盤
を
有
し
て
い
ま
す
。

自
己
資
本
比
率
は
規
制
水
準
を
十
分
に
上

回
っ
て
い
ま
す
。
金
融
機
関
の
負
っ
て
い

る
リ
ス
ク
は
、
前
回
レ
ポ
ー
ト
時
に
比
べ

て
株
式
、
金
利
リ
ス
ク
が
幾
分
増
加
し
ま

し
た
が
、
自
己
資
本
も
利
益
の
蓄
積
等
か

ら
充
実
が
進
み
ま
し
た
（
図
表
6
）。
自

己
資
本
対
比
で
み
た
リ
ス
ク
の
蓄
積
状
況

に
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
も
と
で
、
金
融
機
関
は
、
大
幅

な
景
気
の
悪
化
、
金
利
の
上
昇
と
い
っ
た

シ
ョ
ッ
ク
に
対
し
て
、
相
応
に
強
い
ス
ト

レ
ス
耐
性
を
有
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

1

0

1

2

3
前年比、％

13年度/上

1.6％

13/下

2.0

14/上

2.2

-3

-2

-1

0

1

2

3

10 11 12 13 14

前年比、％

年

13年度/上

1.6％

13/下

2.0

14/上

2.2

図表1　金融機関の国内貸出

（注）1.  集計対象は銀行と信用金庫。直近は 14 年 8 月。 
　　 2.  横線は半期平均値。縦線は左から、13 年 9 月、

14 年 3 月。
　　 3.  銀行分の貸出残高は、為替変動要因、貸出債権償

却要因、貸出債権流動化要因等を調整した特殊要
因調整後計数。 

（資料）日本銀行「貸出・預金動向」
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図表3　金融機関の有価証券投資
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（注）1.  集計対象は銀行と信用
金庫。直近は14年8月。

　　 2.  国内店と海外店の合
計。国内店は平残ベース、
海外店は末残ベース。

（資料）日本銀行

図表2　銀行の海外店・外貨貸出
大手行 地域銀行

国内債券残高 外国証券・投資信託等残高

（注）1.  直近は 14 年 8 月。
　　 2.  海外店貸出は、一部海

外店勘定の外貨イン
パクトローンを含む。

　　 3.  外貨インパクトロー
ンは、金融機関が居住
者に対して行う外貨
建て貸出。

　　 4.  前年比は、外貨インパ
クトローンと海外店
貸出の合計の伸び率。

（資料）日本銀行
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見
込
ま
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
金
融
機
関
の
国
内
貸
出
利
鞘
の

縮
小
傾
向
、
収
益
力
の
低
下
傾
向
が
長
引

け
ば
、
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
・
テ
イ
ク
能

力
、損
失
吸
収
力
を
制
約
し
て
い
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
っ

て
わ
が
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
が
海
外
と
の

結
び
つ
き
を
強
め
る
も
と
で
、
抜
本
的
な

国
際
金
融
規
制
改
革
、
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融

シ
ス
テ
ム
の
構
造
変
化
が
進
行
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
要
素
も
、
中
期
的
に
は
わ

が
国
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
、
機
能
度

に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
な
点
を
踏
ま
え
、
将
来
に

わ
た
っ
て
金
融
安
定
を
確
保
し
て
い
く
う

え
で
の
金
融
機
関
経
営
の
課
題
は
次
の
三

点
で
す
。
こ
れ
ら
へ
の
取
組
み
が
、
先
行

き
の
金
融
機
関
の
健
全
性
や
収
益
力
を
規

定
す
る
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
に
な
っ
て
い

く
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

第
一
に
、
金
融
機
関
は
、
景
気
回
復
に

伴
う
資
金
需
要
へ
の
適
切
な
対
応
に
加

え
、
国
・
地
域
の
産
業
活
力
向
上
へ
の
貢

献
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
成
長
事
業
へ

の
投
融
資
、
事
業
再
生
や
産
業
の
新
陳
代

謝
等
へ
の
積
極
的
な
取
組
み
を
含
め
、
活

て
い
る
経
済
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
や
国
・
地
域
の
産
業

構
造
の
転
換
が
、
さ
ら
に

進
捗
し
て
い
く
こ
と
に

伴
っ
て
、
質
・
量
両
面

で
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
担

う
金
融
仲
介
機
能
、
リ
ス

ク
も
変
容
し
て
い
く
と
見

込
ま
れ
ま
す
。
わ
が
国
の

成
長
力
や
景
気
・
物
価
情

勢
の
行
方
は
、
金
利
や
株

価
形
成
等
を
通
じ
て
、
金

融
機
関
の
有
価
証
券
投
資

に
お
け
る
投
資
姿
勢
や
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
も
影
響

し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、

国
際
金
融
資
本
市
場
に
お

け
る
「
利
回
り
追
求
」
の

強
ま
り
は
、
今
後
の
展
開

に
よ
っ
て
は
わ
が
国
に
影

響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
内

外
金
融
経
済
環
境
は
継
続

的
に
変
化
し
て
お
り
、
こ

れ
に
伴
っ
て
金
融
シ
ス
テ

ム
の
リ
ス
ク
・
プ
ロ
フ
ァ

イ
ル
も
変
わ
っ
て
い
く
と

力
あ
る
金
融
仲
介
機
能
の
発
揮
と
そ
れ
を

可
能
と
す
る
金
融
手
法
、
リ
ス
ク
管
理
力

の
強
化
が
必
要
で
す
。

　

第
二
に
、
わ
が
国
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
進
展
に
よ
り
、
金
融
機
関
の
海
外
業

務
は
今
後
も
拡
大
し
て
い
く
と
見
込
ま
れ

ま
す
。
外
貨
資
金
は
市
場
調
達
の
比
重
が

高
い
こ
と
も
踏
ま
え
て
、
業
務
拡
大
に
対

応
し
た
安
定
調
達
基
盤
の
確
保
、
与
信
管

理
等
の
充
実
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
国
際

的
に
活
動
す
る
大
規
模
金
融
機
関
は
、
金

融
シ
ス
テ
ム
全
体
の
安
定
性
と
機
能
度
に

大
き
な
影
響
力
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
国

際
規
制
改
革
等
へ
の
適
切
な
対
応
を
含
め

て
、
よ
り
高
い
基
準
で
の
健
全
性
と
経
営

管
理
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

第
三
に
、
大
幅
な
「
預
金
超
過
」
が
続

く
も
と
で
、
資
産
負
債
管
理
（
A
L
M
）

に
お
け
る
有
価
証
券
投
資
の
重
要
性
は
引

き
続
き
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
昨
年
来
、

金
融
機
関
の
間
で
は
、
投
資
信
託
や
外
国

証
券
へ
の
投
資
を
増
や
す
な
ど
、リ
ス
ク・

バ
ラ
ン
ス
を
見
直
す
動
き
も
み
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
引
き
続
き
円
債
が
有
価
証
券
投

資
の
中
心
を
占
め
て
お
り
、
円
金
利
リ
ス

ク
は
時
系
列
的
に
は
高
め
の
水
準
に
あ
り

ま
す
。
金
融
機
関
は
、
A
L
M
の
明
確

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

年

金融機関の貸出態度判断DI

M2成長率

機関投資家の株式投資の対証券投資比率

株式信用買残の対信用売残比率

民間実物投資の対GDP比率

総与信・GDP比率

家計投資の対可処分所得比率

家計向け貸出の対GDP比率

企業設備投資の対GDP比率

企業向け与信の対GDP比率

不動産業実物投資の対GDP比率

不動産業向け貸出の対GDP比率

株価

地価の対GDP比率

金融機関

金融市場

民間全体

家計

企業

不動産

資産価格

図表4　金融活動指標

（注） 直近は、金融機関の貸出態度判断 DI、株価は 14 年 7 ～ 9 月、M2 成長率、株式信用買残の対信用売残比率は 14 年 7 ～ 8 月、地価の対
GDP 比率は 14 年 1 ～ 3 月、その他は 14 年 4 ～ 6 月。

（資料） Bloomberg、財務省「法人企業統計」、東京証券取引所「信用取引残高」、内閣府「国民経済計算」、日本不動産研究所「市街地価格指数」、
日本銀行「貸出先別貸出金」「資金循環統計」「全国企業短期経済観測調査」「マネーサプライ」「マネーストック」

※赤色：過熱方向（トレンドを一定幅以上上回る状態）/ 青色：停滞方向（トレンドを一定幅以上下回る状態）/ 緑色：それ以外 / 白色：データがない期間
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な
方
針
を
定
め
、
適
切
な
リ
ス
ク
・
テ
イ

ク
と
管
理
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

す
。

　

日
本
銀
行
は
、
以
上
の
よ
う
な
課
題
に

対
す
る
金
融
機
関
の
取
組
み
や
収
益
力
の

状
況
等
に
つ
い
て
、
日
常
的
な
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
や
考
査
を
通
じ
て
金
融
機
関
と
の
対

話
を
深
め
て
い
く
と
と
も
に
、
金
融
機
関

の
経
営
管
理
、
リ
ス
ク
管
理
の
向
上
を
促

し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
国
・
地
域
の
産

業
や
企
業
の
実
情
、
活
力
向
上
に
向
け
た

課
題
や
金
融
面
か
ら
取
り
得
る
対
応
な
ど

に
つ
い
て
も
、
金
融
機
関
と
意
見
交
換
を

行
っ
て
い
き
ま
す
。
金
融
仲
介
機
能
や
リ

ス
ク
管
理
の
向
上
に
資
す
る
テ
ー
マ
に
つ

い
て
は
、セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
等
を
通
じ
て
、

問
題
意
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
共
有
を
図
っ
て

い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
日
本
銀
行
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム

全
体
の
安
定
確
保
に
向
け
て
、
マ
ク
ロ

･
プ
ル
ー
デ
ン
ス
の
視
点
か
ら
、
引
き

続
き
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
と
機
能

度
を
検
証
し
て
い
き
ま
す
。そ
の
う
え
で
、

必
要
に
応
じ
、
リ
ス
ク
の
所
在
、
課
題
や

所
要
の
対
応
な
ど
に
つ
い
て
、
幅
広
い
金

融
シ
ス
テ
ム
関
係
者
と
の
間
で
、
認
識
の

共
有
や
協
議
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
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図表6　金融機関のリスク量と自己資本

（注）1.  集計対象は銀行と信用金庫。
　　 2.  信用リスク量は非期待損失（信頼水準 99％）、株式リ

スク量は VaR（信頼水準 99％、保有 1 年）、金利リス
ク量は 100bpv、オペレーショナルリスク量は業務粗
利益の 15％。銀行の金利リスク量はオフバランス取引

（金利スワップ）を考慮。
　　 3.  株式リスクは株式投信を含まない。信用リスクは外貨

建て分を含む。株式リスクと金利リスクは大手行のみ
外貨建て分を含む。

（資料）日本銀行

図表7　大手行の外貨流動性のストレス耐性
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（注）1.  集計対象は大手行。直近は 14 年 3 月末。
　　 2.  外貨流動性＝現金＋預け金＋レポ取引分を除く米国債＋

残存期間 1 か月以内のレポ調達額
（資料）日本銀行
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図表5　国際金融資本市場におけるボラティリティ

（注）1.  国債の MFIV は、日本は大阪取引所「長期国債先物オプ
ション」、米国はシカゴ商品取引所「米国長期国債先物オ
プション」、ドイツは Eurex「ドイツ長期国債先物オプショ
ン」を用いて算出。先行き 3 か月までの国債価格の変動
に対応している。

       2.  直近は 9 月 30 日。 
（資料）Bloomberg、日本銀行
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貨
幣
博
物
館
資
料
を　
　
　
　

Ｆ
Ｒ
Ｂ
美
術
品
展
示
会
へ
出
展

▼
Ｆ
Ｒ
Ｂ
（
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
）
で

は
、
一
九
八
九
年
以
降
、
秋
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・

世
銀
総
会
時
に
、
海
外
一
カ
国
の
中
央
銀

行
と
共
催
の
か
た
ち
で
、
各
国
の
美
術

品
展
示
会
を
米
国
ワ
シ
ン
ト
ン
D
C
に

あ
る
Ｆ
Ｒ
Ｂ
本
館
内
で
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
一
〇
回
の
展
示
会
が
開
催

さ
れ
、
今
秋（
九
月
二
十
九
日
～
十
一
月

二
十
一
日
）
一
一
回
目
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。

▼
そ
の
一
一
回
目
の
展
示
会
に
は
、
Ｆ
Ｒ

Ｂ
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
ア
ジ
ア
か
ら
初

め
て
、
日
本
銀
行
が
参
加
し
貨
幣
博
物
館

の
所
蔵
資
料
を
出
展
し
ま
し
た
。
ま
た
、

貨
幣
博
物
館
の
所
蔵
資
料
を
海
外
で
展
示

す
る
の
も
そ
の
三
〇
年
の
歴
史
の
中
で
初

め
て
の
こ
と
で
す
。

▼
出
展
し
た
資
料
は
、
貨
幣
博
物
館
が
所

蔵
す
る「
錦
絵
」約
一
五
〇
〇
点
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
か
ら
四
六
点
を
厳
選
し
ま
し
た
。

▼
錦
絵
は
、
米
国
で
の
展
示
と
い
う
こ
と

も
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
貨
幣
関
係
資
料
の

調
査
・
研
究
や
展
示
を
行
っ
て
い
る
貨
幣

博
物
館
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
、
次
の
三
種

類
で
構
成
し
ま
し
た
。
第
一
に
、
錦
絵
で

み
る
近
世
・
近
代
の
貨
幣
・
経
済
史
で
す
。

イ
ン
フ
レ
や
デ
フ
レ
に
よ
る
当
時
の
混
乱

を
風
刺
し
た
錦
絵
の
紹
介
を
交
え
つ
つ
、

米
国
と
の
関
係
の
深
い
幕
末
か
ら
日
本
銀

行
設
立
ま
で
を
た
ど
り
ま
し
た
。
第
二

に
、
芝
居
絵
な
ど
江
戸
時
代
の
風
俗
・
文

化
を
伝
え
る
も
の
で
す
。
第
三
に
、
大
黒

天
や
恵
比
寿
な
ど
幸
福
と
富
を
願
う
縁
起

物
で
す
。

▼
今
回
の
出
展
は
、
日
本
銀
行
と
Ｆ
Ｒ
Ｂ

と
の
関
係
強
化
に
資
す
る
も
の
で
す
。
Ｉ

Ｍ
Ｆ
・
世
銀
総
会
に
合
わ
せ
て
開
催
さ
れ

た
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
で
は
日
本
銀
行
黒
田
総

裁
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
イ
エ
レ
ン
議
長
な
ど
に
よ
る

挨
拶
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

▼
ま
た
、
貨
幣
博
物
館
の
所
蔵
す
る
歴
史

的
・
文
化
的
な
資
料
を
、
海
外
で
展
示
し

た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
・
研
究
の

成
果
を
広
く
公
開
し
て
い
く
と
い
う
意
味

で
も
、意
義
深
い
こ
と
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

▼
貨
幣
博
物
館
は
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事

の
た
め
に
二
〇
一
四
年
末
か
ら
休
館
入
り

し
ま
す
が
、
今
回
、
米
国
で
展
示
し
た
錦

絵
の
一
部
は
、
二
〇
一
五
年
十
一
月
頃
に

予
定
さ
れ
て
い
る
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ

ン
時
に
、
貨
幣
博
物
館
で
も
展
示
す
る
こ

と
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
そ
の
際
に
は
、

貨
幣
博
物
館
三
〇
年
の
歴
史
で
初
め
て
海

を
渡
っ
た
錦
絵
の
魅
力
を
、
実
感
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事
に
伴
う　

貨
幣
博
物
館
の
一
時
休
館
に
つ
い
て

▼
貨
幣
博
物
館
は
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事
の

た
め
、
本
年
二
〇
一
四
年
十
二
月
二
十
九

日
か
ら
一
時
休
館
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、二
〇
一
五
年
十
一
月
頃（
予

定
）
に
新
た
な
博
物
館
と
し
て
生
ま
れ
変

わ
り
ま
す
。

▼
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
ポ
イ
ン
ト
は
三
つ
。

貨
幣
史
に
お
け
る
新
た
な
研
究
成
果
を

反
映
さ
せ
た
「
お
金
の
歴
史
の
博
物
館
」、

資
料
の
見
せ
方
や
解
説
を
工
夫
し
た
「
分

か
り
や
す
く
楽
し
く
学
べ
る
博
物
館
」、

デ
ザ
イ
ン
や
レ
イ
ア
ウ
ト
を
一
新
し
た

「
親
し
み
や
す
い
博
物
館
」
で
す
。

▼
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
に
関
す
る
情

報
は
、
貨
幣
博
物
館
Ｈ
Ｐ
で
お
知
ら
せ
い

た
し
ま
す
。

レセプションで挨拶する黒田総裁

錦絵「マケロマケヌ　賣
ばいばい

買大合戦」

錦絵「品
しなさだめかいかのはな

定開化花」
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<

休
館
期
間>

二
〇
一
四
年
十
二
月
二
十
九
日
（
月
）
～

二
〇
一
五
年
十
一
月
頃
（
予
定
）

※ 
最
新
の
休
館
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
関
連
情

報
は
貨
幣
博
物
館
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

http://w
w

w
.im

es.boj.or.jp/cm
/

【
入
館
料
】
無
料

【
所�

在
地
】
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
石

町
一
―
三
―
一
（
日
本
銀
行
分
館
内
）

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

 

〇
三
―
三
二
七
七
―
三
〇
三
七

貨
幣
博
物
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ペ
ー
ジ
を
新
設

▼
貨
幣
博
物
館
で
は
、
来
館
案
内
に
関
す

る
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
、
博
物
館
へ
の

来
館
案
内
、
開
館
カ
レ
ン
ダ
ー
、
ア
ク
セ

ス
情
報
に
関
す
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
用
の

ペ
ー
ジ
を
用
意
し
ま
し
た
。
ま
た
、
パ
ソ

コ
ン
用
ペ
ー
ジ
も
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
用
の

ペ
ー
ジ
か
ら
簡
単
に
見
て
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ

い
。

新
潟
支
店
は
開
設
一
〇
〇
周
年
を

迎
え
ま
し
た

▼
日
本
銀
行
新
潟
支
店
で
は
、
支
店
開
設

一
〇
〇
周
年
（
一
九
一
四
年
七
月
一
日
開

設
）
を
記
念
し
て
、
九
月
八
日
（
月
）
と

十
八
日
（
木
）
の
両
日
、「
記
念
講
演
お

よ
び
広
報
ル
ー
ム
見
学
会
」
を
多
数
の
参

加
者
や
地
元
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
の
中
、
開

催
し
ま
し
た
。
当
日
は
千ち

だ田
英ひ
で
つ
ぐ継
支
店

長
に
よ
る
「
日
本
銀
行
新
潟
支
店
一
〇
〇

年
の
歴
史
と
役
割
」
と
題
す
る
講
演
の
あ

と
、
新
た
な
広
報
ル
ー
ム
の
お
披
露
目
を

兼
ね
て
、
参
加
者
の
方
々
に
一
〇
〇
周
年

記
念
の
特
別
展
示
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し

た
。
講
演
で
は
、
当
時
の
経
済
に
大
き
な

ウ
エ
ー
ト
を
占
め
て
い
た
米
の
主
要
生
産

地
で
全
国
有
数
の
人
口
を
有
し
て
い
た
新

潟
に
支
店
を
設
置
し
た
経
緯
や
、
災
害
時

等
に
果
た
し
て
き
た
役
割
を
紹
介
し
ま
し

た
。
特
別
展
示
で
は
、
新
潟
支
店
の
歩
み

を
振
り
返
る「
写
真
パ
ネ
ル
」や「
金
塊
」・

「
昔
の
紙
幣
や
小
判
」（
い
ず
れ
も
レ
プ
リ

カ
）
な
ど
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ち

な
み
に
、
新
し
い
広
報
ル
ー
ム
は
従
来
の

二
倍
以
上
広
く
な
り
、
貨
幣
や
紙
幣
の
重

さ
を
実
感
し
て
い
た
だ
け
る
体
験
コ
ー

ナ
ー
や
お
札
の
肖
像
に
な
っ
て
記
念
写
真

を
撮
る
こ
と
が
で
き
る
コ
ー
ナ
ー
を
設
置

し
て
い
る
ほ
か
、「
お
札
で
測
る
身
長
計
」

や
お
札
の
裁
断
屑
で
作
っ
た「
札
だ
る
ま
」

等
も
展
示
し
て
い
ま
す
。

▼
さ
ら
に
、
新
潟
支
店
で
は
、
新
潟
県
内

各
地
で
開
設
一
〇
〇
周
年
に
関
連
し
た
講

演
を
行
っ
た
ほ
か
、
新
潟
支
店
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
特
設
ペ
ー
ジ
も
設
け
ま
し
た
。

前
述
の
記
念
イ
ベ
ン
ト
の
模
様
や
特
別
展

示
の
内
容
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
同
特

設
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
新
潟
支
店
は
、
こ
れ
か
ら
の
一
〇
〇
年

に
お
い
て
も
、
新
潟
県
に
お
け
る
金
融
イ

ン
フ
ラ
の
担
い
手
と
し
て
、
ま
た
、
各
種

の
調
査
・
分
析
に
基
づ
く
情
報
発
信
を
行

う
こ
と
等
を
通
じ
て
、
地
域
経
済
の
一
層

の
発
展
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

「
に
ち
ぎ
ん
体
験
二
〇
一
四
」
を

開
催

▼
日
本
銀
行
本
店
（
東
京
都
中
央
区
日

本
橋
本
石
町
）
で
は
、「
に
ち
ぎ
ん
体
験

二
〇
一
四
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
レ
ク

チ
ャ
ー
付
き
見
学
ツ
ア
ー
の
ほ
か
、「
辰
野

千田支店長による講演。開設から今日ま
での 100 年間を参加者の方々とともに振
り返りました

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ペ
ー
ジ
（
ト
ッ
プ
画
面
イ
メ
ー
ジ
）

十
月
二
十
七
日（
月
）～
十
一
月
三
日（
月・祝
）

新広報ルームでの特別展示。パネル（支店の歩み）
のほか、金塊・小判のレプリカも。記念写真（あな
たもお札の肖像に）・体験（1 億円の重さを実感）コー
ナーも大好評！

市民講座で日銀の仕事についてお話ししました
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金
吾
と
日
本
銀
行
本
館
」
と
題
し
た
企
画

展
、
ミ
ニ
見
学
付
き
市
民
講
座
を
実
施
し
、

八
日
間
で
延
べ
約
四
〇
〇
〇
人
の
方
に
ご

来
場
い
た
だ
き
、
盛
況
の
う
ち
に
終
了
し

ま
し
た
。

▼
平
日
五
日
間
に
実
施
し
た
レ
ク
チ
ャ
ー

付
き
見
学
ツ
ア
ー
で
は
、
国
の
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
本
店
本
館
（
旧
地

下
金
庫
エ
リ
ア
、
旧
営
業
場
な
ど
）
や
新

館
営
業
場
へ
ご
案
内
し
た
後
、「
日
本
銀
行

の
仕
事
」
を
テ
ー
マ
に
日
銀
職
員
が
レ
ク

チ
ャ
ー
を
行
い
ま
し
た
。

▼
休
日
の
三
日
間
に
は
、
企
画
展
と
し
て
、

二
〇
一
四
年
に
開
業
一
〇
〇
周
年
を
迎
え

た
東
京
駅
の
駅
舎
を
設
計
し
た
辰
野
金
吾

博
士
に
よ
る
日
本
初
の
本
格
的
西
洋
建
築

で
あ
る
日
銀
本
店
本
館
に
つ
い
て
の
展
示

を
行
い
ま
し
た
。

　

同
じ
く
休
日
に
実
施
し
た
市
民
講
座
で

は
、
日
銀
の
仕
事
や
日
常
生
活
と
の
関
わ

り
を
分
か
り
や
す
く
紹
介
し
た
「
に
ち
ぎ

ん
入
門
」
の
ほ
か
、「
お
札
の
一
生
と
日
本

銀
行
」、「
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
の
安
全
な

使
い
方
」
な
ど
と
い
っ
た
身
近
な
話
題
を

テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
、
日
銀
職
員
が
お
話

し
し
ま
し
た
。

■「江戸時代、寺子屋の必修科目は手紙文」。田中総長の
話にハッとした。各地で藩の財政逼

ひっぱく

迫もあり農業振興に取
り組む中、商品作物の生産が増加し、商業が発達した……。
学校教科書に描かれた江戸時代の世界に、ものを売るべく
方言を乗り越えコミュニケーションに苦労する、生身の人
間の姿が忽

こつぜん

然と現れた。当時の人びとの生き抜く姿だ。
　舞台は異なれど、語学の壁を乗り越え、メールを始め様々
な I Ｔを駆使してビジネスを展開し、生き抜こうとする現
代人と重なりあう。
　一方、未来に目を転ずると、「人間が火星旅行をするには、
食料や酸素などを地上からの補給に頼らず確保する生活イ
ンフラ技術が必要になる」と奥村理事長は語る。どんな技
術が編み出されるのか、非常に楽しみだ。人間が生きてい
くために必要なものである以上、地球上の基礎技術があっ
ての話であろうし、それゆえに技術が完成した暁には、地上
に新たなビジネスチャンスをもたらす可能性を秘めている。
　時代とともに舞台は変われども、そこに生き抜く人間の
姿を想像すると、そこに一本の線が見えてくる。ますます
グローバル化が進み、国際競争が激化する中にあっても、

「人間が生き抜くためには何が必要か、何をすべきか」、こ
の軸を見失わないことが大切なのだろう。 （丹治）

※本誌は、全国の日本銀行本支店および貨幣博物館、旧小樽支店金
融資料館等でお配りしています。個人の方の定期購読、郵送はお取
り扱いしておりませんのでご了承ください。なお、既刊号全文を
PDF ファイル形式で日本銀行ホームページ上に掲載していますので
ご利用ください。
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▼
日
本
銀
行
で
は
、
今
後
も
皆
さ
ま
が
楽

し
み
な
が
ら
日
銀
を
身
近
に
感
じ
て
い
た

だ
け
る
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
ど
う

ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
本
店
見
学
ツ
ア
ー
は
、
平
日
で

あ
れ
ば
事
前
の
お
申
し
込
み
に
よ
り
随
時

ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

※
詳
細
は
日
銀
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w

w
.boj.or.

jp/about/services/

kengaku.htm
/

東京駅を設計した辰野金吾は、日銀本店本館の設計を先に手掛
けたことをご存じでしたか



 

　かつて英国の女王も馬主として臨席したという由緒

ある競馬レースである凱旋門賞は、毎年 10 月の第 1

日曜日に、パリ南西部のロンシャン競馬場で開催され

ます。今年は 10 月 5 日、気温がぐっと下がって冷え

込んだ曇天の下で催されました。

　1920 年の創設以来、パリの秋の風物詩となってい

る凱旋門賞ともなると人出も多く、人々はギャンブル

というよりは緑の芝を駆け抜ける美しい競走馬を眺

め、お祭り気分を楽しむために会場に出向きます。英

国のアスコットレースなど、競馬の大レースの日には、

欧州の淑女は華やかかつ個性的な帽子を競うように着

用するということをご存じの方もいらっしゃるかも知

れませんが、凱旋門賞でもそうした方があちこちにい

て、観客の目を楽しませていました。

　もっとも、着飾っている人しか会場に入れないかと

いうと、全然そんなことはありません。むしろ観客の

9 割はカジュアルな服装です。小さな子供がいる家族

連れも多く、子供たちはパドックにいる競走前の馬を

from France

見て目を輝かせたり、場内の広いスペースで（競馬な

ど関係なく）鬼ごっこをしたりして楽しんでいます。

屋台で売っているハンバーガーやクレープを頬張るの

も、子供たちには楽しみなようです。

　さてこの日、注目の凱旋門賞は午後 4 時半から始ま

りました。レースは 20 頭で争われ、2 分半ほどの間の

勝負です。

　今回で 93 回目となる同レースの歴史において、欧

州以外の国の優勝はまだありません。このレースの制

覇は日本競馬界の悲願だそうで、今年はハープスター、

ジャスタウェイ、ゴールドシップという 3 頭が日本か

ら参戦しました。結局、地元フランスのトレブという

馬が昨年に続いて 2 連覇を達成し、日本競馬界の悲願

達成は来年以降に持ち越しとなりましたが、賭ける賭

けないや日本馬の勝敗はさておき、駆ける競争馬の美

しさを堪能する一日でした。

（日本銀行パリ事務所）

＊本コーナーは海外で働く日本銀行職員または日本銀行からの出向者が執筆しています。

老いも若きも楽しむ凱旋門賞

地響きを立てて駆け抜ける馬たち

淑女の個性的な帽子は注目の的

競走馬の入場にスタンドからは歓声が
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